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朱
烹
晩
年
の
朱
門
に
お
け
る
正
統
一
意
識
の
萌
芽

1

1
呂
租
俄
と
朱
薫
・
朱
門
の
講
皐
を
事
例
と
し
て
|
|

市

来

津

由

彦

五四三二一

じ

は

め

に

呂
租
倹
の
江
西
流
諦
と
朱
門
講
泉
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

呂
租
倹
の
設
と
朱
煮
の
許
債

朱
門
に
お
け
る
論
評

小

結
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は
じ

め
に

本
稿
で
筆
者
は
、
朱
烹
(
一
一
一
一
一
0
1
一二

O
O
)
と
そ
の
門
人
(
以
下
、
朱
門
と
も
い
う

γ
交
渉
者
と
の
、

に
閥
わ
る
い
く
つ
か
の
間
題
を
、
晩
年
の
一
つ
の
講
皐
事
例
を
通
し
て
検
討
し
た
い
と
思
う
。

主
と
し
て
書
簡
往
復
に
よ
る
講
事

い
わ
ゆ
る
「
朱
子
事
」
に
関
わ
る
現
象
を
考
察
す
る
と
き
に
必
要
な
の
は
、
朱
烹
自
身
の
思
想
や
そ
の
生
涯
の
様
々
な
振
る
舞
い
と
、
瞳
制

数
撃
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
一
般
に
は
持
た
れ
て
い
る
後
世
の
拳
ば
れ
る
も
の
と
し
て
の
「
朱
子
製
」
と
を

一
度
分
離
し
た
上
で
、
そ
の
関
係
を

検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
朱
子
製
」
と
は
、
南
宋
末
以
降
、
朱
烹
の
語
録
や
書
簡
等
が
集
成
、
整
理
さ
れ
て
文
集
(
以
下
、
『
朱

文
公
文
集
』
に
つ
い
て
は
『
朱
集
』
、
同
「
績
集
」
「
別
集
」
に
つ
い
て
は

「朱
集
績
集
』
『
朱
集
別
集
』

と
略
記
)
や
『
朱
子
語
類
』
(
以
下
、

『語
類
』
と



略
記
)
が
成
立
し
、

『
四
書
集
注
』
等
の
朱
烹
著
作
に
お
け
る
個
別
問
題
ご
と
に
こ

の
『
語
類
』
な
ど
の
朱
烹
の
言
葉
の
関
連
す
る
も
の
を
抽

(

1

)

 

出
配
嘗
し
て
解
説
、
解
律
す
る
し
く
み
の
事
術
を
い
う
。
し
か
し
朱
烹
生
前
に
戻

っ
て
著
作
以
外
の
、
特
に
質
疑
鷹
答
型
の
朱
薫
の
言
説
資
料

の
存
在
形
態
を
考
え
る
と
、
語
録
は
そ
れ
を
記
録
し
た
人
ご
と
に
、

書
簡
も
そ
れ
を
受
け
取

っ
た
人
ご
と
に
保
管
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
朱
烹
の
生
前
に
言
葉
を
受
け
取
り
保
存
す
る
こ
と
に
な

っ
た
者
は
、
各
個
受
け
取
っ
た
内
容
の
限
り
の
朱
烹
像
を
バ
ラ
バ
ラ
に
も
つ
だ
け

で
、
統
一
的
な
像
を
も
っ
と
か
朱
薫
の
全
貌
が
わ
か
る
と
か
と
い
う
僚
件
の
中
に
は
い
な
い
。
資
料
が
結
集
さ
れ
た
後
の
段
階
と
朱
寮
生
前
の

こ
の
段
階
と
に
は
、
大
き
な
落
差
が
あ
る。

こ
の
段
階
か
ら

「朱
子
事
」
と
い
う
形
で
祉
曾
的
に
事
ば
れ
影
響
力
を
護
揮
す
る
よ
う
に
な
る
ま

で

の

過

程

や

そ

の

し

く

み

の

説

明

が

、

そ

の

と

き

に

は

朱
薫
混
後
の
経
過
が
第
一
の
問
題
と
な
る
は
ず
で
は
あ
る

が
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
の
朱
烹
生
前
の
朱
門
と
朱
烹
と
の
関
係
に
閥
わ
る
問
題
の
検
討
も
重
要
で
あ
る。

も
と
よ
り
要
請
さ
れ
る。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
筆
者
は
、
南
宋
に
お
け
る
士
大
夫
思
想
の
展
開
の
一
環
と
位
置
づ
け
な
が
ら
、
朱
烹
門
人
集
圏
の
形
成
に
関
わ
る
諸
問

ハ
2
)

題
に
つ

い
て
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
。
い
ま
そ
の
朱
烹
生
前
の
問
題
の
見
通
し
を
簡
略
に
述
べ
れ
ば
、

ま
ず
朱
烹
自
身
の
思
想
的
自
立
が
あ

り
、
そ
れ
を
挙
説
と
し
て
固
め
る
議
論
が
な
さ
れ
、

そ
の
書
物
が
ゆ
る
や
か
に
流
布
す
る
。

著
作
と
し
て
定
着
さ
せ
、

「定
論
」
と
い
わ
れ
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る
、
後
の
「
朱
子
拳
」
的
思
考
法
の
一該
と
な
る
朱
烹
の
濁
自
の
思
惟
方
法
は
、
彼
四
十
歳
の
と
き
に
確
立
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
前
後
の

時
期
の
朱
烹
書
簡
は、

そ
の
「
定
論
」

の
思
考
法
を
め
ぐ
る
、

「門
人
」
で
は
な
い
朱
烹
と
封
等
の
立
場
の
講
事
者
と
の
往
復
が
重
要
な
部
分

を
占
め
る
。
そ
う
し
た
往
復
が
一
段
落
し
て
か
ら
、
朱
烹
は

『図
書
集
注
』
等
を
著
し
、

そ
の
思
考
を
固
着
化
す
る
。

原
則
的
に
は
そ
の
頃
ま

で
の
朱
烹
書
簡
の
相
手
は
、
朱
烹
批
判
者
で
あ
れ
、
親
和
的
な
議
事
者
で
あ
れ
、
入
門
を
望
む
者
で
あ
れ
、
朱
烹
の
相
手
が
、
朱
官
閣
が
提
起
す

る
後
の
「
朱
子
挙
」
に
つ
な
が
る
新
た
な
思
考
の
地
卒
以
前
の
、
南
宋
初
ま
で
の
地
卒
に
い
る
。
朱
烹
皐
術
を
崇
め
る
も
の
と
し
て
受
容
し
敷

街
す
る
と
い
う
構
園
は
、
基
本
的
に
は
ま
だ
形
成
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
す
で
に
確
立
し
た
朱
烹
拳
読
が
著
作
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
そ
の

流
布
を
受
け
て
朱
烹
設
に
関
心
を
抱
い
た
り
事
び
の
初
期
段
階
で
そ
れ
を
知
っ
て
惹
か
れ
た
人
々
が
朱
烹
の
も
と
に
集
ま
っ
て
き
て
、
朱
門
と

も
い
え
る
集
ま
り
の
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
始
め
る
。
朱
烹
五
十
歳
頃
が
そ
の
轄
換
貼
と
な
る
。
朱
烹
と
そ
の
相
手
の
書
簡
文
面
に
朱
官常
事
説
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を
前
提
と
し
た
も
の
が
多
く
な
り
、
質
疑
雁
答
が
な
さ
れ
て
朱
烹
と
朱
門
聞
の
言
設
が
蓄
積
さ
れ
る
。
交
渉
者
、
門
人
達
は
こ
の
過
程
の
初
期

段
階
で
は
、
自
身
と
朱
烹
と
の
や
り
と
り
し
か
確
保
で
き
な
い
が、

問
題
に
よ
っ
て
は
さ
ら
に
朱
寮
を
仲
介
に
し
て
朱
門
相
互
聞
で
論
議
し
た

り
、
あ
る
い
は
朱
烹
か
ら
離
れ
て
朱
門
聞
で
濁
自
に
論
議
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
さ
ら
な
る
言
設
が
蓄
積
さ
れ
る。

そ
し
て
門
人
集
圏
が
形
成

こ
の
よ
う
な
過
程
が
想
定
さ
れ

「
門
人
」

意
識
を
各
人
が
相
互
に
も
つ
よ
う
に
な
り
、

さ
ら
に
事
説
縫
承
正
統
意
識
が
出
て
く
る
。

さ
れ
、

(

3

)

 

る
。こ

の
よ
う
な
過
程
を
考
え
た
場
合
、

問
答
型
の
資
料
を
扱
う
と
き
に
は
、

皐
に
朱
烹
が
ど
う
考
え
て
い
る
か
を
み
る
と
い
う
だ
け
で
は
な

く
、
そ
の
朱
蒸
読
に
閲
わ
る
相
手
の
朱
烹
交
渉
者
、
門
人
の
心
性
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
朱
薫
説
を
篤
く
認
め
問
い
か
け
る
そ
れ
ら
の

人
々
こ
そ
が
、
こ
の
言
読
を
蓄
積
し
朱
烹
説
を
再
生
産
し
、
朱
吉開
設
後
に
は
言
葉
を
保
存
し
停
え
て
、
場
合
に
よ

っ
て
は
さ
ら
に
資
料
を
結
集

す
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
渡
し
た
聞
い
が
な
け
れ
ば
、
朱
烹
の
言
葉
の
蓄
積
も
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
朱
烹
の
生
前
、
設
後
を
通
し
て
そ
の
人

々
が
朱
烹
説
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
エ
ネ

ル
ギ
ー
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。
朱
吉常生
前
の
議
事
と
い
う
も
の
を
、
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朱
烹
波
後
に

「朱
子
息
ナ
」
が
形
成
さ
れ
て
い
く
展
開
を
見
据
え
つ
つ
、
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る。

本
稿
は
、
こ
う
し
た
構
想
の
一
環
と
し
て
、
右
の
、
朱
烹
門
人
集
圏
に
お
い
て
事
説
縫
承
正
統
一
意
識
が
出
て
く
る
の
が
み
ら
れ
る
朱
烹
晩
年

段
階
の
あ
る
諮
問
子
を
取
り
上
げ
て
、

朱
門
の
形
成
と
彼
ら
の
議
事
に
閲
わ
る
問
題
の

一
端
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

目
姐
倹
の
江
西
流
諦
と
朱
門
講
事
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ま
ず
こ
こ
で
検
討
し
た
い
議
事
事
例
の
梗
概
を
示
す
こ
と
と
す
る
。
話
は
慶
元
の
偶
撃
の
禁
の
ま
っ
た
だ
中
の
こ
と
で
あ
る
。
娘
婿
責
軟
に

あ
て
た
次
の
朱
烹
智一回
簡
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

(
奥
必
大
の
死
を
述
べ
た
後
に
l
補
説
、
出
典
等
の
設
明
は
市
来
)

旦口
子
約
さ
ん
か
ら
何
通
も
手
紙
、
が
来
て
お
り
、

『
中
庸
』

首
章
の

「戒
慎
恐

催
」
と
「
其
の
濁
り
を
慎
む
」
と
は

二
つ
の
こ
と
で
は
な
い
と
議
論
し
、

ま
た
「
心
に
未
設
を
指
し
て
言
う
者
有
り
」
と
い
う
ハ
『
程
氏
文



集
』
巻
九
。
程
顕
語
は
「
心
一
也
、
有
指
陸
而
言
者
、
有
指
用
而
言
者
。
」
に
よ
る
〉
の
は
、
「
、
心
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
説
く
も
の
で
、

寸性
」

と
い
う
言
葉
を
説
い
て
は
い
な
い
と
い
う
べ
き
だ
と
か
、

ま
た
「
是
れ
耳
に
聞
く
こ
と
無
く
、
自
に
見
る
こ
と
無
し
」
と
い
う
ハ
『
程
氏
遺

書
』
巻
一
八
に
よ
る
)

の
は
、

心
に
働
き
が
な
い
時
で
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
が
未
設
の
中
と
い
う
べ
き
だ
と
か
、
語
れ
ば
語
る
ほ
ど
こ
ん
が

ら
か
り
ま
す
。
ま
た
「
義
と
道
と
に
配
す
」
(
『
孟
子
』
公
孫
丑
)
を
論
議
し
、
こ
れ
は
「
道
と
義
」
を
こ
の
気
に
あ
わ
せ
る
こ
と
だ
と
。
ど

う
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
、
あ
ん
な
に
多
く
讃
書
し
な
が
ら
、

心
の
中
が
こ
ん
な
に
真
っ
暗
な
の
は
。

彰
子
蕎
さ
ん
は
初
め
や
は
り
『
中
庸
』
首
章
(
の
解
樺
〉
に
疑
問
を
も
っ
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
き
た
手
紙
で
は
、

「
も
う
疑
念
は
と

け
ま
し
た
。

『
章
句
』
の
設
で
う
ま
く
い
く
こ
と
が
や
っ
と
わ
か
り
ま
し
た
」
と
い

っ
て
い
ま
す
。
張
元
徳
さ
ん
は
説
き
方
が
子
約
さ
ん

よ
り
ず
っ
と
す
ぐ
れ
て
い
ま
す
が
、
彼
の
兄
の
元
臆
さ
ん
の
見
方
は
た
い
へ
ん
よ
ろ
し
い
で
す
。
も
し
呉
伯
豊
君
が
も
う
少
し
生
き
て
く

れ
て
彼
ら
と
切
瑳
し
て
く
れ
た
ら
、
江
西
の
一
帯
は
道
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
の
に
。
今
や
も
う
望
む
よ
う
に
は
ま
い

め
数
日
気
分
が
す
ぐ
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
た

ハ
4
)

(
『
朱
集
蝿
稿
集
』
巻
一

「
答
賀
直
卿
」
第
二
九
書
)
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り
ま
せ
ん
。
子
約
さ
ん
な
ど
は
(
考
え
が
〉

頑
な
に
居
着
い
て
、
救
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
の
手
紙
を
受
け
取
る
ご
と
に
、

以
上
に
は
、
朱
烹
が
口
口
組
倹
(
{
ま
す
約
)
と
議
論
し
、
自
租
俄
は
朱
烹
か
ら
み
て
誤
り
で
あ
り
、
ま
た
関
連
す
る
議
論
を
彰
鑑
年
(字
子
蕎
)
、

張
治
ハ
字
元
徳
)
兄
弟
が
行
っ
て
お
り
、

彰
亀
年
は
朱
読
に
賛
同
す
る
よ
う
に
な
り
、

張
兄
弟
の
優
秀
さ
を
褒
め
、
亡
く
な
っ
た
呉
必
大

(字
伯

盟

)

が

い

れ

ば

と

そ

の

死

の

悼

み

が

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

後

述

す

る

が

、

慶
元
の
業
禁
に
関
わ

っ
て
口
口
組
倹

「
江
西
」
が
問
題
と
な
る
の
は
、

が
韓
佑
由
円
を
批
剣
し
た
結
果
と
し
て
流
請
さ
れ
た
地
が
江
西
で
あ
り
、
生
前
の
呉
必
大
が
た
ま
た
ま
そ
こ
に
赴
任
し
目
-
組
倹
ら
と
禽

っ
て
議
論

儒
撃
の
禁
の
下
で
も
一
隅
建
の
朱
寒
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
朱
烹
設
が
論
議
さ

を
し
た
と
い
う
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

こ
こ
に
は
、

れ
、
朱
烹
が
そ
れ
を
論
評
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

一
般
的
に
い
え
ば
、
こ
う
し
た
論
-
評
の
中
で
朱
烹
に
肯
定
さ
れ
た
門
人
、
交
渉
者

は
、
自
身
を
「
正
し
」
い
朱
烹
説
理
解
者
と
み
る
意
識
を
持
つ

で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
識
が
朱
烹
説
の
再
生
産
に
も
つ
な
が
る
。
そ
う
し

523 

た
朱
烹
晩
年
の
議
撃
に
お
け
る
評
債
の
問
題
が
こ
の
書
館
か
ら
感
得
さ
れ
る
の
だ
が、

以
下
、
話
題
と
な

っ
て
い
る
朱
烹
と
巴
租
倹
の
問
答
内
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容
と
、

そ
れ
に
劃
す
る
朱
烹
の
語
を
も
含
め
た
二
次
論
評
の
現
場
に
入
っ
て
、

ま
ず
は
こ
の
爽
総
宛
て
朱
烹
書
簡
に
名
が
出
て
い
る
人
々
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
た
だ
し
各
人
の
全
貌
で
は
な
く
、

」
の
事
例
の
内
寅
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。そ

の
人
に
闘
す
る
基
本

情
報
お
よ
び
朱
烹
と
の
変
捗
の
機
縁
と
慶
元
嘗
時
の
紋
況
に
記
述
を
と
ど
め
る
。
な
お
、
近
年
、
朱
烹
交
渉
者
、
門
人
の
分
析
が
進
め
ら
れ
て

陳
柴
捷
『
朱
烹
門
人
』

お
り
、

ま
と
ま
っ
た
成
果
が
い
く
つ
か
で
て
い
る
。
読
者
の
便
に
査
す
る
た
め
に
、

以
下
、

(
登
湾
闘
争
生
書
局
、
一
九
八

二
年
。
以
下
、
陳
祭
捷
書
と
略
記
)
、
方
彦
事訴

『
朱
烹
書
院
輿
門
人
考
』

(
葦
東
師
範
大
闘
争
出
版
社
、
二

O
O
O年
。
以
下
、
方
彦
寄
書
と
略
記
〉
、

田
中
謙

二
「
朱
門
弟
子
師
事
年
孜
」

(

5

)

 

そ
の
都
度
あ
げ
る
。

ハ
『
田
中
謙
二
著
作
集

第
三
谷
』
所
枚
、
二

O
O
一年
。
以
下
、
田
中
論
文
と
略
記
)
に
お
け
る
論
及
人
士
の
所
論
頁
を

さ
て
書
簡
の
宛
人
で
あ
る
黄
給
料
(
二
五
二
J
一
一
一
一
一
一
)
は
、

(

6

)

 

字
は
直
卿
、
一
帽
州
聞
鯨
の
人
。
陳
築
捷
霊園
二
六
一
頁
。
方
彦
寄
書
六
七
頁
。

田
中
論
文
三

O
頁。

文
集
『
勉
粛
集
』
に
『
年
諮
問
』
あ
り
。

父
資
璃
は
紹
興
八
年
(
二
三
八
)
の
進
士
。

そ
の
父
は
黄
総
十
七
歳
で
亡
く
な
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り
、
経
済
的
に
は
豊
か
で
は
な
か
っ
た
。
黄
斡
は
一
隅
州
で
李
深
卿
、
林
之
奇
に
撃
び
、
淳
照
元
年
(
二
七
四
)
に
科
奉
に
鷹
じ
た
が
不
合
格
。

兄
が
官
と
し
て
赴
任
し
た
吉
川
に
同
行
し
、
朱
烹
講
友
の
、
士
口
州
近
郷
の
臨
江
軍
の
劉
清
之

(
一一一
一一九
J
八
九
)
に
曾
い
、
彼
の
紹
介
に
よ
り

黄
斡
二
十
五
歳
の
と
き
に
朱
烹
に
初
見
し
て
師
事
。
淳
照
九
年
(
二
八
二
)
に
は
そ
の
朱
烹
の
娘
を
襲
り
、

翌
々
年
、

秘
書
役
の
よ
う
に
し

て
し
ば
ら
く
朱
烹
の
側
に
侍
る
。
朱
官
煎
の
撃
に
ふ
れ
て
黄
斡
は
め
ざ
す
科
翠
に
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
る
。
慶
元
年
聞
は
質
家
の
一帽
州
と
朱
烹

が
い
る
建
陽
と
を
往
復
。

五
年
(
二
九
九
)
に
建
陽
に
住
む
よ
う
に
な
る
。

朱
烹
晩
年
の

『
儀
薩
経
停
通
解
』
編
纂
に
関
わ
っ
て
は
喪
種
、

祭
理
部
分
を
朱
烹
技
後
も
含
め
て
編
集
し
績
け
、

ま
た
朱
烹
浸
後
に
は
朱
烹
生
涯
の
正
統
的
停
記
と
も
い
う
べ
き
『
朱
子
行
朕
』
を
書
い
た
た

め
、
朱
子
撃
事
読
史
と
い
う
硯
貼
で
は
思
想
史
的
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
生
前
の
朱
烹
が
そ
の
感
情
を
吐
露
で
き
た
朱
烹
の
ご
く
内
輪
の

人
士
の
一
人
で
あ
る
。

次
に
そ
の
死
を
悼
ま
れ
て
い
る
呉
必
大
は
、
字
は
伯
盤
、
興
国
軍
の
人
。
陳
築
捷
書
九

O
頁
。
方
彦
欝
書
八

一
頁
。
田
中
論
文
一

O
九
頁
。

『
語
類
』
の
呉
必
大
の
記
録
は
淳
照
十
五
年
ハ
一
一
八
八
〉
以
降
と
さ
れ
て
い
る
が
ハ
「
語
録
姓
氏
」
〉
、
早
く
に
果
必
大
が
朱
官
閣
を
知
っ
て
い
た
と
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い
う
こ
と
が
、
具
必
大
宛
て
朱
裏
書
簡
第
一
書
か
ら
は
わ
か
る
(『朱
集
』
巻
五
二
「
答
呉
伯
聾
」
o

朱
寮
五
十
一
歳
。
田
中
論
文
六
三
頁
〉
。

(
径
六
九
)
の
必
大
に
闘
す
る
記
述
に
、

『
宋
一
克
拳

「
父
の
任
を
以
て
官
に
補
せ
ら
れ
、
吉
水
豚
丞
と
震
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

そ
の
父

は
あ
る
程
度
の
官
員
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、

必
大
も
官
と
科
暴
シ
ス
テ
ム
文
化
世
界
を
生
き
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
呉
必
大
が
朱
烹
に

舎
う
以
前
に
張
拭
、
呂
租
謙
に
師
事
し
た
と
こ
の
『
撃
案
』
は
い
う
。
こ
の
呉
必
大
は
、
朱
蕪
が
こ
と
に
褒
め
稽
え
た
愛
弟
子
で
あ
る
と
い
わ

れ
る
。

田
中
論
文
、
陳
築
捷
書
、
三
浦
園
雄
『
朱
子
』

(
人
類
の
知
的
遺
産
、
講
談
社
、

一
九
七
九
年
)
一
二
九
頁
以
下
、

参
照
。
慶
元
年
聞
に
右

記
の
江
西
吉
州
の
士
ロ
水
鯨
丞
と
な
る
。

田
中
論
文
は
、
呉
必
大
宛
て
朱
烹
書
簡
第

一
五
、

一
六
書
に
擦
り
、

そ
の
赴
任
は
慶
元
元
年
(
一
一
九

と
き
の
州
知
事
は
朱
烹
同
調
者
の
楊
方
で
あ
っ
た
(
呉
必
大
宛
第

一五
書
。
そ
の
他
、
同
地
の
劉
縮
、

許
子
春
、

朱
烹
本
貫
委
源
の
人
で
ち
ょ
う
ど
赴
任
中
の
程
淘
、
そ
し
て
下
記
の
呂
租
倹
が
い
る
こ
と
を
示
唆
〉。

五
)
八
月
頃
と
す
る
。

一
一
八
頁
。

た
だ
し
儒
皐
の

禁
の
朕
勢
が
巌
し
く
な
り
、
呉
は

ほ
ど
な
く
し
て
辞
職
し
て
郷
里
に
も
ど
り
、
慶
元
三
年
(
二
九
七
)
十
二
月
に
死
去
し
た。

書

簡

で

中

心

的

に

話

題

と

さ

れ

て

い

る

呂

租

倹

は

、

字

は

子

約

、

南

渡

以

前

の
本
籍
で
は
京
東
(山
東
)
の
莱
州
の
人

(
南
波
後
は
呂
氏
は
委
州
金
筆
に
住
む
)
。
競
名
は
慶
元
の
僑
撃
の
禁
に
よ
り
江
西
の
吉
州
、
務
州
に
流
請
さ
れ
、
笥
州
高
安
の
大
愚
寺
に
寄
居
し

ハ
7
)

い
う
ま
で
も
な
く
宋
代
の
名
族
東
莱
の
呂
氏
の

一
員
で
あ
る
。
筆

晩
年
の
披
大
愚
は
、
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た
こ
と
に
よ
る
。
有
名
な
呂
租
謙
(
二
三
七
J
二
八

一)
の
弟
で
あ
り
、

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
た
ハ
『
東
洋
古
典
皐
研
究
』
第
一
一
集
、

二
O
O
一
年
。
以
下
、

「淳
照
年
聞
に
お
け
る
朱
烹
の
贋
域
講
拳
l
新
聞
学
呂
組
倹
と
の
交
渉
を
中
心
に
|
」
と
い
う
拙
稿
に
お
い
て
こ
の
呂
-組
倹
と
朱
蕪

「前
論
」
と
も
略
記
〉
。
以
下
、
そ
の
記
述
を
踏
ま
え
つ
つ

者
は
先
に
、

紹
介
す
る
が
、
こ
の
呂
租
倹
は
生
年
は
不
詳
。
た
だ
し
「
業
を
租
謙
に
受
く
る
こ
と
諸
生
の
如
し
」ハ
『
宋
史
』
巻
四
五
五
)
と
い
う
本
俸
の
記
述

か
ら
す
る
と
、
兄
自
租
謙
よ
り
も
十
歳
位
は
若
い
か
。
と
す
る
と
、
朱
裏
と
目
粗
謙
と
の
年
齢
差
は
七
歳
で
あ
り
、

組
倹
は
お
そ
ら
く
は
朱
薫

よ
り
十
五
J
二
十
歳
ほ
ど
若
い
。
兄
の
死
後
、
「
中
原
文
献
正
俸
の
家
」
と
い
わ
れ
た
臣
氏
の
事
の
中
心
的
存
在
と
な
る
。

兄
巨
租
謙
は
博
事

(
8
)
 

宏
詞
科
を
逼
り
、
科
奉
シ
ス
テ
ム
の
中
で
祉
舎
活
動
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
劉
し
弟
目
租
倹
は
、
科
暴
に
よ
ら
ず
蔭
に
よ
り
任
官
し、

淳
照
九
年

そ
の
明
州
で
は
陸
氏
兄
弟
に
つ
な
が
る
新
東
陸
門
の
人
士
と
交
流
。

525 

(
一
一
八
二
〉

に
新
東
明
州
の
監
米
倉
と
な
る
。

そ
の
の
ち
本
俸
に
よ
る
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と
、
簡
州
「
法
曹
」
、
籍
回
令
、

司
曲
演
簿
、
台
州
通
判
、

太
府
寺
丞
を
歴
任。

月
〉
、
韓
傍
宵
に
に
ら
ま
れ
て
詔
州
安
置
と
な
り
、

さ
ら
に
嶺
南
の
新
州
に
移
す
決
定
が
下
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
、

す
こ
と
に
な
る
と
後
が
ま
ず
い
と
い
う
理
由
か
ら
部
州
へ
の
南
行
中
に
戻
さ
れ
、
江
西
の
士
ロ
州
(
五
月
)、
次
い
で
鋳
州
に
置
か
れ
た
(
慶
元
二

年
七
月
。
時
月
は
『
宋
史
』
各
三
七
、

寧
宗
本
紀
)
。
そ
の
錫
州
で
お
そ
ら
く
五
十
代
前
中
十
の
年
齢
で
慶
元
四
年
(
二

九
八
)
七
月
に
死
去
し
た
。

別
集
と
し
て
『
大
愚
皇
集
』
十
一
巻
(
『
直
清
書
録
解
題
』
。
『
宋
史
』
本
俸
は
『
大
愚
集
』
十
一
巻
)
が
あ
っ
た
が
現
存
し
な
い
。
朱
烹
に
は
呂
租
倹

慶
元
元
年

(
二
九
五
)
年
、

越
汝
愚
の
罷
克
に
抗
議
し
て

(
四

名
流
の
子
孫
を
殺

宛
て
書
簡
が
多
数
残
り

『
朱
集
』
各
四
七
、

入
に
四
十
八
通
、

『
朱
集
別
集
』
巻
一
に

一
通
が
牧
録
さ
れ
る
。
中
に
目
粗
倹
の
質
問
を
併
載

す
る
も
の
も
あ
る
。
呂
租
俄
は
朱
烹
の
講
壊
の
相
手
と
し
て
、

そ
の
死
ま
で
朱
烹
と
書
簡
の
往
復
を
融
け
た
。
文
集
な
ど
呂
組
倹
自
身
、
か
記
述

し
た
資
料
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
お
ら
ず
、

そ
の
内
面
を
う
か
が
う
場
合
は
こ
の
朱
窯
資
料
に
頼
る
こ
と
に
な
る。

朱
烹
と
租
倹
の
交
渉
に
は
、

現
存
朱
烹
書
簡
に
よ
る
と
一
一
一
つ
の
波
が
み
と
め
ら
れ
る
。

①
朱
烹
四
十
五
歳
前
後
の
兄
組
謙
存
命
中
、

②
朱
烹
五
十
五
歳
前
後
、
兄
の
死
後

- 70ー

で
あ
る
。
朱
煮
に
と
っ
て
口
口
組
倹
と
の
交
渉
は
、
道
撃
を
顕

彰
す
る
活
動
を
と
も
に
し
た
彼
の
兄
呂
租
謙
と
の
交
渉
の
延
長
に
あ
る
。
よ

っ
て
呂
租
倹
は
純
粋
の
朱
烹
門
人
で
は
な
く
、
同
調
者
と
も
い
う

に
明
川
に
赴
任
し
た
頃
、

③
越
汝
愚
罷
克
へ
の
抗
議
に
伴
う
、
本
稿
の
流
請
期
、

た合ベ
。ふき

人
で
あ
り

そ
の
読
も
朱
烹
に
と
っ
て
は
批
判
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
多
く

朱
門
か
ら
す
れ
ば
や
や
異
質
な
思
考
を
す
る
存
在
で
あ
っ

以
上
、
こ
の
賞
、
果
、
自
の
三
者
に
と
っ
て
の
慶
元
年
聞
の
紋
況
か
ら
す
る
と
、

は
じ
め
の
寅
斡
宛
て
朱
烹
書
簡
が
書
か
れ
た
の
は
、
呉
必

大
の
死
の
慶
元
三
年
十
二
月
か
ら
呂
租
俄
の
死
の
同
四
年
七
月
の
聞
の
約
宇
年
間
内
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る。

そ
の
他
の
出
演
者
は
彰
亀
年
、
張
治
で
あ
る
。
彰
亀
年
(
二

四
一
了

=
δ
六
)
は
、

字
は
子
一宮町
、
臨
江
軍
清
江
瞬
、
す
な
わ
ち
路
レ

ベ
ル

で
は
江
西
の
人
。
陳
築
捷
書
二
三
五
頁
、
田
中
論
文
八
一
頁
。
俸
記
一
次
資
料
と
し
て
は
、
棲
鏑
「
忠
粛
彰
公
神
道
碑
」
(
『
攻
娘
集
』
各
九
六
)

が
あ
る
。
乾
道
五
年
(
一
二
ハ
九
)
の
進
士
。
紹
照
五
年
十
二
月
(
西
暦
で
は
二
九
五
年
一
月
〉
、
吏
部
侍
郎
で
あ
っ

た
彰
抱
年
は
、

「
初
め
て
第
し
て
蹄
る
自
り
、
盆
ま
す
事
に
篤
く
、

韓
佑
由
同
罷
克

を
上
奏
し
て
外
に
出
さ
れ
る
。

「
紳
道
碑
し
は
、

『母
自
欺
』
を
以
て
粛
に
名
づ
く
。
書



を
以
て
南
軒
張
公
に
中
庸
・
語
・
孟
の
大
義
を
聞
い
云
々
。
復
た
劉
子
澄
・
清
之
と
往
復
問
捧
し
、
時
に
相
輿
に
晦
巷
朱
公
を
折
衷
し
て
、
皐
ぜ

愈
い
よ
成
る
」
と
い
い
、
張
械
に
質
問
し
た
こ
と
、
同
郷
の
劉
清
之
と
交
流
が
あ

っ
た
こ
と
を
い
う
。
こ
の
朱
煮
に
近
い
道
事
圏
内
に
い
た
こ

と
は
確
か
だ
が
、
朱
烹
と
ど
の
く
ら
い

の
密
度
で
交
渉
が
あ

っ
た
か
は
不
詳
。

『
朱
集
』

巻
六

O
に
二
逼
あ
る
彼
宛
て
の
書
簡
は
、

道
拳
諸
論

に
閲
す
る
議
論
を
し
た
こ
と
を
若
干
う
か
が
わ
せ
る
が
、

淳
照
十
六
年
(
一
一
八
九
)
授
の

劉
清
之
の
生
前
ま
で
そ
れ
が
さ
か
の
ぼ
れ
る
か
は

不
明
で
あ
る
。

『
朱
集
別
集
』
巻
三
に
二
通
あ
る
書
簡
や
、
彰
亀
年
に
言
及
す
る
他
の
人
宛
て
の
書
簡
も
含
め
て
、

『
朱
集
』
内
の
そ
の
他
の

彰
鑑
年
に
闘
す
る
言
及
は
、
お
お
む
ね
右
の
彼
の
左
遜
に
関
わ
る
こ
と
や
、
そ
の
の
ち
彼
が
消
沈
し
て
い
た
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
る
。

張
治
ハ
一
二
ハ
一
J
一
二
三
七
)
は
、

や
は
り
臨
江
軍
清
江
の
人
。
陳
祭
捷
書

一
九
二
頁
。
方
彦
寄
書

一
O
九
頁
。
田
中
論
文
七

紹
照
四
年
(
二
九
三
)
に
『
朱
子
語
類
』
の
記
録
者
の
一
人
と
な
っ
て
い
る
(
「
語
録
姓
氏
」
)
。

嘉
定
元
年

字
は
元
徳
、

八
頁
。
淳
照
十
四
年
(
二
八
七
〉
、

ハ
一二

O
八
)
の
進
士
。

そ
れ
ま
で
は
修
行
中
の
身
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『
朱
集
』
巻
六
こ
に
は
張
治
宛
て
の
九
通
の
書
簡
が
残
る
。
そ
の
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第
六
書
は

『
孟
子
』
の

「
義
と
遁
と
に
配
す
」

を
論
。
し
、

張
治
が
す
で
に
そ
れ
を
知

っ
て
い
る
も
の
と
し
て
朱
烹
は

呂
租
倹
設
に
言
及
す

る
。
ま
た
関
連
す
る
呂
粗
倹
宛
朱
烹
書
簡
に
も
こ
の
張
治
設
に
論
及
す
る
も
の
が
あ
る
(『朱
集
』
巻
四
八
〉
。
こ
れ
ら
か
ら
す
る
と
呂
租
倹
と
張

治
と
は
直
接
に
書
簡
を
往
復
し
あ

っ
て
い
た
ら
し
い
。
な
お
、
張
治
の
兄
、
字
元
臓
に
つ

い
て
は
、
『
朱
集
』
内
で
は
、
こ
の
他、

一
箇
所
だ

け
張
治
と
と
も
に
そ
の
字
が
み
え
る
だ
け
で
(
巻
六
一
「
答
欧
陽
希
遜
」
第
二
番
。
こ
の
欧
陽
謙
之
、
字
希
遜
も
吉
州
す
な
わ
ち
江
西
の
人
)
、

朱
烹
と
の

交
渉
に
つ
い
て
の
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

以
上
を
総
合
的
に
み
る
と
、
ま
ず
江
西
に
有
名
な
陸
事
グ
ル

ー
プ
と
は
別
に
、

朱
烹
の
講
友
劉
清
之
を
お
そ
ら
く
は
も
と
と
し
て
夢
亀
年
、

張
治
ら
朱
烹
同
調
者
、
朱
烹
読
を
翠
ぶ
グ
ル
ー
プ
が
陸
翠
グ
ル
ー
プ
と
並
行
し
て
淳
照
中
に
で
き
て
お
り
、
そ
の
地
に
呂
租
倹
が
配
流
さ
れ
、

決
い
で
朱
門
の
顔
回
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
呉
必
大
が
赴
任
し
、
朱
烹
読
に
閲
す
る
議
撃
が
盛
り
あ
が
る
と
い
う
事
態
が
一
時
的
に
出
現
し
た

と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
儒
曲
学
の
禁
に
よ
り
、
朱
烹
が
棲
む
一
隅
建
の
建
州
建
陽
西
郊
の
考
亭
の
事
舎
に
集

っ
て
い
た
人
々
は
分
散
し
た
と
い
わ
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れ
る
。
だ
が
そ
の
本
接
地
か
ら
離
れ
且
つ
臨
安
か
ら
も
離
れ
た
遠
隔
の
地
と
の
聞
で
は
、
朱
曹
関
と
そ
の
交
渉
者
、
門
人
達
と
の
講
皐
が
書
簡
に
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よ
っ
て
績
け
ら
れ
た
。
ま
た
そ
の
交
渉
者
、
門
人
ら
が
集
ま
れ
ば
そ
こ
で
朱
宙
開
設
を
め
ぐ
る
議
事
が
な
さ
れ
、
そ
う
し
た
グ
ル

ー
プ
議
事
の
情

報
を
人
々
は
朱
蒸
に
知
ら
せ
、
こ
れ
に
射
し
朱
烹
は
そ
れ
を
論
評
し
た
り
他
の
門
人
、
同
調
者
に
知
ら
せ
る
と
い
う
示
威
活
動
を
し
た
り
す

る。

こ
の
時
期
の
そ
う
し
た
議
翠
様
態
を
控
現
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
江
西
の
議
事
や
こ

の
黄
斡
宛
て
書
簡
が
存
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

日
租
俄
の
設
と
朱
烹
の
評
債

黄
株
宛
て
朱
烹
書
簡
に
閥
わ
る
人
々
と
朱
烹
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
以
上
で
了
解
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
女
に、

そ
の
書
簡
で
語
ら
れ

て
い
た
呂
粗
倹
と
朱
烹
と
の
議
論
に
つ
い
て
吟
味
し
た
い
。

慶
元
の
儒
拳
の
禁
期
に
関
わ
る
呂
組
倹
宛
て
朱
烹
書
簡
は

第
三
八
J
四
八
書
(『
朱
集
』

巻
四
八
)
で
あ
る
。

た
だ
し
『
朱
集
』
の
書
簡
配

列
に
は
範
れ
が
あ
る
ら
し
い
。
こ
れ
を
検
討
し
、
本
稿
で
は
試
み
に
、

第
四
六
、
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四
七
/
三
八
、
三
九
/
四
三
、
四
四
/
四
O
J
四
二
書
ハ
/

(
叩
)

で
ゆ
る
や
か
な
ま
と
ま
り
。
第
四
五
、
四
八
書
を
ど
こ
に
入
れ
る
か
は
判
定
困
難
)
と
い
う
順
の
配
列
を
想
定
す
る
。
こ
れ
ら
の
書
簡
に
み
ら
れ
る
や
り

と
り
は
、
朱
蒸
定
説
と
も
い
え
る
『
集
注
』

設
に
針
し
、
呂
租
倹
が
そ
の
朱
蕪
設
を
踏
ま
え
た
上
で
彼
な
り
の
別
説
を
出
す
の
を
受
け
て
、
朱

薫
が
自
設
を
堅
持
す
る
立
場
か
ら
自
読
を
再
解
樺
し
つ
つ
租
倹
設
を
斥
け
る
と
い
う
構
固
に
あ
る
。
議
事
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
議
論
を
朱
烹

定
設
に
劃
す
る
一
次
論
評
と
す
る
と
、
そ
う
し
た
も
の
を
材
料
と
し
て
朱
烹
が
そ
の
交
渉
者
に
向
け
て
そ
の
話
題
を
論
評
し
た
り
、

あ
る
い
は

朱
門
に
お
い
て
さ
ら
に
そ
の
論
議
を
話
題
に
し
た
り
す
る
の
は

二
次
論
評
と
い
え
る
。

冒
頭
の
寅
幹
宛
て
書
簡
に
み
ら
れ
る
二
次
論
評
に
闘

わ
る
問
題
は
後
節
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
、

ま
ず
一
次
論
評
と
も
い
え
る
ロ
口
組
倹
と
の
書
簡
の
往
復
を
み
て
い
く
。

注
意
し
た
い
の
は
、
朱
烹
の
言
葉
を
と
も
す
る
と
朱
薫
の
側
だ
け
か
ら
讃
み
解
く
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
言
葉
の
多
く
は
相
手
の
質
問

に
雁
え
て
表
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
朱
蕪
が
「
累室田
」
と
も
い
っ
て
い
た
よ
う
に
、
呂
租
倹
は
何
度
批
判
さ
れ
て
も
自
設
を
修

正
し
つ
つ
意
見
を
質
し
績
け
た
。
呂
租
倹
設
は
成
り
立
た
な
い
と
朱
烹
は
み
た
が
、
租
倹
の
方
は
自
設
が
成
り
立
た
な
い
と
は
み
て
い
な
か
っ

た
ら
し
い
。
そ
こ
に
は
こ
の
質
疑
臆
答
に
封
す
る
雨
者
の
受
け
取
り
方
の
ず
れ
が
み
ら
れ
る
。
朱
烹
が
捉
え
た
組
倹
像
が
呂
租
倹
の
意
に
治
つ



た
も
の
な
の
か
、
目
租
倹
が
な
ぜ
繰
り
返
し
そ
う
い
う
の
か
、
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
話
題
と
さ
れ
て
い
る
の

は

『
中
庸
』
に
関
わ
る
「
戒
慎
恐
健
」
論
と
「
未
設
」
論
、

『
孟
子
』
に
関
わ
る
「
浩
然
の
気
」
論
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
『
孟
子
』
論
議
に

は
右
の
二
衣
論
評
が
多
い
の
に
劉
し

『
中
庸
』
論
議
に
は
口
口
組
俊
の
立
場
を
う
か
が
わ
せ
る
ヒ
ン
ト
が
多
い
。
よ
っ
て
こ
の
『
中
庸
』

論
議

を
先
に
吟
味
し
、
後
に
『
孟
子
』
論
議
に
う
つ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
の
巴
租
倹
の
思
想
言
説
の
立
場
を
考
え
る
と
き
に
、
前
提
と
し
て
踏
ま
え
る
べ
き
こ
と
が
二
件
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
口
口
組
俄
が

そ
の
兄
の
よ
う
に
は
科
奉
に
関
わ
る
資
格
の
裏
づ
け
を
も
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。
兄
ロ口
組
謙
の
在
世
中
に
ロ
口
氏
の
事
舎
に
き
た
人
々
は
、
科
翠

に
閥
わ
る
呂
組
謙
の
活
動
に
共
鳴
し
、
自
ら
も
そ
の
恩
恵
に
興
る
べ
く
雲
集
し
た
。
そ
の
兄
の
死
後
、

「
中
原
文
献
正
停
」
の
家
の
者
と
い
う

こ
の
東
莱
呂
氏
へ
の
評
債
は
租
倹
に
引
き
継
が
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
科
奉
に
閥
わ
る
裏
づ
け
を
も
た
な
い
粗
倹
を
、
兄
と
同
じ
よ
う
に
科
奉
の

成
功
に
導
く
導
師
と
ま
で
人
々
が
-
評
債
し
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。

第
二
は
、
日
租
俄
の
思
考
の
中
に
、
朱
烹
の
い
わ
ゆ
る
未
定
説
の
立
場
で
あ
っ
た
湖
南
の
胡
氏
の
阜
の
影
響
を
受
け
て
い
る
ふ
し
が
み
ら
れ

一 73ー

る
こ
と
で
あ
る
。

朱
烹
の
立
場
の
理
解
に
も
関
わ
る
の
で
、
行
論
上
、
こ
の
胡
氏
の
撃
の
心
性
設
す
な
わ
ち
心
の
修
養
論
と
そ
の
基
礎
と
な
る
人
開
論
に
つ
い

て
ご
く
簡
略
に
述
べ
て
お
く
。
胡
氏
湖
南
事
の
胡
宏
ハ
字
仁
仲
、
競
五
峯
。
二

O
五
J
一

一
六
一
)
は
、

生
生
流
動
す
る
こ
の
寓
物
の
個
々
す
ベ

て
に
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
奥
底
に
そ
の
も
の
た
ら
し
め
る
本
瞳
(
僅
〉
と
し
て
の
「
形
而
上
」
の
|
|
『
中
庸
』
冒
頭
に
い
う
「
天
命
之
謂
性
」
を

踏
ま
え
る
|
|
「
性
」
が
具
わ
る
と
す
る
。

し
か
あ
ら
わ
れ
よ
う
は
な
い
。

形
而
上
の
そ
の
「
性
」
は
、
「
形
而
下
」
の
現
象
(
用
)
の
世
界
に
必
ず
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
そ
れ

「
物
」
は
す
べ
て
そ
う
し
た
あ
ら
わ
れ
と
し
て
存
し
、
物
の
一
で
あ
る
人
に
つ
い
て
い
え
ば
「
心
」
の
働
き
が

そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
現
象
と
し
て
の
主
瞳
す
な
わ
ち
「
心
」
は
、

「
瞳
」
た
る
「
性
」
の
「
用
」
た
る
現
象
と
し
て
存
す
る。

こ
の
と
き

「
心
」
は
、

そ
の
動
の
様
態
も
静
の
様
態
も
と
も
に
形
而
下
の
現
象
様
態
と
さ
れ
る
。

動
静
窮
ま
り
な
い
そ
の
あ
ら
わ
れ
に
は
善
も
不
善
も
あ

529 

る。

そ
こ
で
そ
の
動
き
の
う
ち
の
「
性
」

の
あ
ら
わ
れ
の
端
緒
で
あ
る
善
な
る
様
態
(
「
端
侭
」
)
を
察
知
し
、

そ
の
様
態
を
保
持
す
れ
ば
、
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「
性
」
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
の
「
心
」
を
鍛
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
胡
氏
は

「
察
識
端
伺
」
と
い
う
こ
と
を
唱
え
た
。
こ
の
読
は
胡
宏

か
ら
朱
烹
の
親
友
と
な
っ
た
張
拭
に
侍
え
ら
れ
て
朱
烹
の
傾
倒
を
呼
び
、
い
わ
ゆ
る
「
定
論
」
以
前
の
朱
烹
の
未
「
定
」
読
と
な

っ
た
。

以
上

は
、
北
宋
半
ば
の
こ
程
以
降
、
北
宋
末
か
ら
南
宋
初
に
か
け
て
多
様
化
し
た
道
翠
の
一
展
開
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
朱
烹
の
思
想
を
理
解
す

(
日
)

る
基
本
前
提
と
し
て
有
名
な
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
口
口
組
倹
の
思
考
は
、
朱
烹
書
簡
資
料
か
ら
す
る
と
、

そ
の
青
年
期
か
ら
壮
年
期
ま
で
一
貫
し
て
こ
の
胡
氏
の
撃
を
強
く
意
識
し
つ
つ

道
事
と
い
う
も
の
を
受
け
と
め
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
こ
れ
は
、
呂
組
倹
の
兄
の
自
租
謙
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
呂
租

倹
は
朱
烹
設
を
も
熟
請
し
て
お
り
、
人
と
し
て
の
朱
烹
に
傾
倒
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
も
確
か
め
ら
れ
て、

そ
こ
に
胡
氏
の
撃
と
朱
烹
の
読
と

を
重
ね
て
讃
み
込
む
と
い
う
道
翠
理
解
が
彼
に
は
生
じ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
み
て
と
れ
る
(
前
論

「淳
照
年
聞
に
お
け
る
朱
烹
の
庚
域
講
皐
」
)
。

こ
の
こ
と
が
、
以
下
の
『
中
庸
』
論
議
に
お
け
る
日
租
倹
の
立
場
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る。

な
お
、
以
下
の
『
中
庸
』
、
『
孟
子
』
論
議
は
い
わ
ば
心
の
修
養
法
に
関
わ
る
話
だ
が
、
呂
組
倹
が
こ
う
し
た
議
論
に
傾
く
の
は
、

一
般
論
と

- 74ー

し
て
書
物
の
単
な
る
解
穫
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

い
つ
嶺
南
へ
追
い
や
ら
れ
る
か
わ
か
ら
ぬ
こ
の
配
流
生
活
の
中
で
、

心
の
安
定
を
求
め

る
自
己
修
養
に
深
く
関
心
を
抱
く
か
ら
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
彼
の
本
俸
は
、

「
講
所
で
は
韻
書
窮
理
し
、

契
を
買
っ

て
自
給
し
、
出
か
け

る
と
き
に
は
必
ら
ず
草
履
を
は
い
て
歩
い
て
、

嶺
南
へ
迭
ら
れ
る
と
魔
悟
し
て
心
臓
と
樫
力
を
鍛
え
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

嶺
を
越
え
る
備
え
を
し
て
い
た
」

(
『
宋
史
』
径
四
五
五
)
と
レ
う
挿
話
を
載
せ
る
が
、

い
ず
れ

a 

『
中
庸
』
論
議

『
中
庸
』
論
議
は
二
件
あ
る
。

は
じ
め
の
「
戒
慎
恐
曜
」
と

「慣
溺
」
と
の
関
係
の
論
は
、

『
中
庸
』

冒
頭
の
「
天
命
之
調
性
、
率
性
之
謂

道
、
修
道
之
謂
数
性
。
」
と
い
う
三
句
の
後
に

「
道
也
者
不
可
須
央
離
也、

可
離
非
道
也
。

是
故
君
子
戒
慎
乎
其
所
不
路
、

恐
健
乎
其
所
不

問
。
莫
見
乎
隠
、
莫
顛
乎
徴
。
故
君
子
慎
其
濁
也
。
」
と
み
え
る
も
の
の
解
穣
論
で
あ
る
。
朱
烹
は
、
前
者
の
「
戒
慎
恐
僅
」
を
心
の
「
未
護
」



の
、
後
者
の
「
慎
濁
」
を
心
の
「
己
褒
」
の
修
養
賓
践
と
み
る
(『中
膚
或
問
』
)
。
し
か
し
『
正
義
』
を
は
じ
め一

般
的
に
嘗
時
、
こ
の
「
戒
慎

恐
健
」
と
「
慣
濁
」
は
と
も
に
心
の
働
き
の
微
妙
な
段
階
を
重
ね
て
い
う
も
の
と
み
ら
れ
て
お
り
、
二
つ
に
わ
け
で
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
。

(
ロ
〉

目
租
倹
も
、
黄
斡
宛
て
朱
烹
書
簡
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、

こ
れ
を
分
け
て
は
い
な
い
。
た
だ
し
自
租
倹
が
分
け
な
い
理
由
は
、
単
な
る
蓄
説
の

踏
襲
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
決
の
彼
の
「
未
設
」
概
念
の
理
解
と
理
論
上
は
絡
む
も
の
と
み
ら
れ
る
。
よ
っ
て
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
そ
の

「
未
設
」
論
の
附
論
と
し
て
ふ
れ
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
も
う
一
件
の

「未
設
」
論
議
に

つ
い
て
重
黙
的
に
み
て
い
き
た
い
。

『
中
庸
』
の
右
の
績
き
に
、

「
喜
怒
哀
楽
之
未
設
謂
之
中
、
震
而
中
節
謂
之
和
。

中
也
者
天
下
之
大
本
也
、

和
也
者
天
下
之
達
道
也
。
」
と

あ
る
の
を
受
け
て
、

心
が
働
い
て
い
な
い
様
態
を

「
未
設
」
、

働
い
て
い
る
様
態
を

「
己
護
」
と
い
う
。
北
宋
の
程
顕
(
伊
川
)
は
心
の
こ
の
多

様
な
様
態
に
慮
じ
た
心
の
修
養
寅
践
法
を
そ
の
門
人
に
劃
し
て
説
き
、
門
人
各
人
は
自
身
に
封
し
て
読
か
れ
た
言
葉
に
基
づ
い
て
程
読
を
理
解

(

日

)

し
、
再
停
以
降
に
侍
え
て
い
く
。
そ
の
中
の

一
涯
と
し
て
先
述
の
胡
氏
の
撃
が
出
て
く
る
が
、
そ
の
胡
氏
の
撃
の
立
場
か
ら
い
う
と
、
心
の
働

き
は
そ
の
動
・
静
の
様
態
を
含
め
て、

形
市
上
の
「
性
」
の
形
市
下
の

「心」

へ
の
あ
ら
わ
れ
と
み
る。

そ
し
て
こ
の

「あ
ら
わ
れ
」
と
い
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う
所
を
捉
え
て
「
己
設
」
と
し
、
こ
れ
に
劃
し
て
「
あ
ら
わ
れ
」
以
前
は
「
未
設
」
と
な
る
こ
と
か
ら
、

「
己
瑳
」

「
未
設
」
の
語
を
形
而
下

と
形
而
上
と
に
配
蛍
し
て
、

る。

「
未
設
」

を
形
而
上
の
「
性
」
の
位
置
に
あ
て
た。

胡
宏
の

「察
識
端
但
」
設
は
そ
の
前
提
に
こ
の
配
首
を
据
え

朱
烹
は
一
時
こ
の
「
察
識
端
視
」
読
に
傾
倒
し
た
が
、
こ
れ
で
は
心
の
「
動
」
時
の
修
養
寅
践
に
傾
き
、

ふ
と
反
省
し
、
程
撃
の
術
語
の
位
置
づ
け
を
組
み
直
し
、
胡
氏
の
事
で
は
形
而
上
と
さ
れ
て
い
た
「
性
」
を
形
而
下
の
心
の
「
静
」
時
に
あ

て
、
程
顕
は
そ
の
「
静
」
時
の
修
養
貫
践
と
し
て
「
存
養
」
の

「敬
」
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
と
み
な
し
た

令
朱
集
』
各
六
七
「
日
夜
未
設

「
静
」
時
の
寅
践
が
依
落
す
る
と

設」
、
朱
烹
四
十
歳〉。

そ
こ
で
は

「性
」

は
形
而
下
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

「未
護
」
は
現
象
態
と
し
て
は
心
の

「静
」
時
を
い
う
も
の
と
な

る
。
ま
た
、

「
性
」
は
形
而
下
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
形
而
下
を
支
え
る
形
而
上
の
位
置
に
あ
る
根
援
づ
け
の
働
き
を
す
る
も
の
と
し
て
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「
理
」
に
劃
す
る
思
索
を
深
め
、
形
而
上
の
「
理
」
が
形
市
下
の
現
象
様
態
に
内
在
し
た
も
の
を
「
性
」
と
い
う
と
し
た
。
理
に
闘
す
る
こ
の
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思
索
の
媒
介
と
し
て
注
目
さ
れ
た
の
が
、
周
敦
臨

「
太
極
圃
・
固
設
」
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
周
が
い
う
「
太
極
」
は

「
理
」
だ
と
み
な
さ
れ
、

形
而
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
以
上
の
よ
う
に
心
の
「
静
」
時
の
修
養
貫
践
を
程
皐
の
論
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
を
出
設
貼
と
し
て
、
朱
烹

の
い
わ
ゆ
る
「
定
論
」
の
立
場
が
形
成
さ
れ
、
さ
ら
に
諸
概
念
の
こ
う
し
た
相
闘
を
前
提
に
四
書
を
解
讃
し
て

『
四
書
集
注
』
及
び
関
連
著
作

(

U

)

 

を
書
き
、
朱
窯
は
道
事
系
儒
翠
思
想
家
と
し
て
自
立
す
る
。
以
上
、
や
や
煩
墳
な
説
明
と
な
っ
た
が
、
呂
組
依
と
朱
蕪
と
の
こ
の
「
未
設
」
論

議
を
理
解
す
る
前
提
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
呂
租
倹
も
以
上
の
思
索
が
示
さ
れ
た
『
四
書
集
注
』
と
関
連
著
作
を
讃
み
、

そ
の
上
で
繰
り
返
し
朱
一
煮
に
問
う
。
朱
烹
の
呂
組
倹
像
が

み
え
る
、
租
倹
の
未
譲
論
に
劃
す
る
雁
答
の
一
節
を
み
る
と
、
例
え
ば
衣
の
よ
う
で
あ
る
。

(
あ
な
た
の
お
考
え
の
よ
う
に
〉
人
が
生
ま
れ
た
あ
と
死
ぬ
前
ま
で
に
、

(
醒
め
て
い
る
と
き
に
)

一
瞬
た
り
と
も
未
設
と
い
う
時
が
な

く
、
熟
睡
し
て
い
る
時
だ
け
は
未
設
と
み
な
せ
は
し
て
も
「
天
下
の
大
本
を
立
て
」
ら
れ
な
い
の
だ
と
す
る
な
ら
、

」
の
誤
り
は
明
ら
か
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に
す
る
の
は
難
し
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
『
或
問
』
で
こ
こ
に
端
を
護
し
て
論
じ
ま
し
た
。
な
の
に
い
ま
信
じ
な
い
で
再
度
こ
の

紛
々
の
論
を
さ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
心
が
思
う
、

耳
が
聞
く

目
が
見
る
と
い
う一一一黙
に
よ

っ
て
例
え
て
、

未
設
ハ
と
己
護
)
の
位
置
づ

け
、
時
の
ち
が
い
を
お
示
し
し
ま
し
ょ
う
。
思
う
に
心
が
(
目
究
め
て
〉
わ
か
る
様
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
耳
が
聞
こ
え
る
、

目
が
見

え
る
様
態
は

(
己
設
と
区
分
け
さ
れ
る
)

一
つ
の
時
で
す
。
心
が
震
動
し
て
は
い
ま
せ
ん
が
無
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
心
が
も
の

を
考
え
て
い
る
と
、
耳
は
聴
き
と
り
、

目
は
注
視
し
て
お
り
ま
す
が
、

(
こ
れ
が
〉

一
つ
の
時
で
す
。
ち
ょ
っ
と
で
も
こ
う
で
あ
れ
ば
未

で
す
か
ら
程
子
が
心
が
思
う
様
態
を
己
護
と
し
た
〈
『
程
氏
遺
書
』
巻

一
八
)
の
は
よ
い
の
で
す
が
、
そ
の
記
録
者

(
日

)

が
見
え
る
、
聞
こ
え
る
こ
と
が
な
い
の
を
未
設
と
し
た
(
同
)
の
は
よ
く
な
い
の
で
す
。
(
『
朱
集
』
巻
四
八
「
答
呂
子
約
」
第
三
九
書
。
部
分
)

設
と
は
み
な
せ
ま
せ
ん
。

朱
煮
か
ら
す
る
と
、

態
だ
が
、
そ
れ
は
眠
っ
た
よ
う
な
朕
態
で
は
な
く
、

「
未
護
」
と
は

「
親
る
」

「
聴
く
」
と
い
う
、
割
象
と
閥
わ
る
志
向
性
を
伴

っ
た
心
の
働
き
が
震
動
は
し
て
い
な
い
様

「見
え
る
」

「聞
こ
え
る
」
と
い
う
魔
醒
様
態
に
あ
る
と
み
る
。
そ
の
言
い
方
か
ら
す
る

と
、
彼
は
呂
租
倹
の
考
え
を
、

「
未
設
」

と
は
「
見
え
る
」

「
聞
こ
え
る
」
様
態
に
も
な
い
こ
と
だ
と
み
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
朱
烹



は
こ
れ
を
神
秘
主
義
に
傾
く
誤
り
と
し
て
批
判
す
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
議
論
に
関
連
す
る
朱
烹
書
簡
に
あ
ら
わ
れ
た
自
租
倹
と
朱
烹
と
の
や
り
と
り
を
た
ど
る
こ
と
で
浮
か
ん
で
く
る
の
は
、
南
者
の

「
未
護
」
概
念
が
そ
も
そ
も
同
じ
な
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
自
租
倹
が
胡
氏
の
撃
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
先
に
述
べ
た

が
、
そ
の
胡
氏
の
撃
の
立
場
で
は
、

心
の
働
き
は
形
市
上
の
「
性
」
の
形
市
下
へ
の
あ
ら
わ
れ
と
さ
れ
、
こ

の
形
而
上
・
下
に
未
護

・
巳
震
を

配
嘗
す
る
と
、
未
設
は
形
而
上
の
「
性
」
の
位
置
に
あ
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
朱

・
呂
雨
者
の
や
り
と
り
を
み
る

と
、
呂
租
倹
は
こ
の
来
襲
論
議
の
初
期
の
段
階
か
ら
未
設
を
「
形
而
上
」
に
あ
て
て
い
る
ふ
し
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
以
下
は
、

右
と
閉
じ
第
三
九
書
書
簡
の
末
尾
の
朱
烹
の
言
葉
で
あ
る
。

(
目
さ
ん
は
)

「
未
護
は
純
坤
に
比
す
可
か
ら
ず
し
て
、

嘗
に
太
極
と
震
す
ベ
し
」
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
小
さ
な
関
連
い
で
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
他
の
こ
と
の
よ
う
に
見
過
ご
し
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
試
し
に
お
た
ず
ね
し
ま
す
。
も
し
未
設
を
太
極
と
す
る
な
ら
、
己

の
で
し
ょ
う
か
。
恐
縮
で
す
が

い
っ
そ
う
静
坐
し
て
ゆ
っ
た
り
し
て
こ
こ
ろ
が
明
る
く
か
ら
り
と
な
る
よ
う
に
し
、

(
そ
の
上
で
)
太

ハ
国
〉

と
る
も
の
置
く
も
の
を
は
っ
き
り
さ
せ
ら
れ
て
こ
そ
、

語
れ
る
の
で
す
。
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裂
は
無
極
と
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
も
し
「
純
坤
は
未
震
と
震
す
を
得
ず
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
何
の
卦
を
未
設
と
み
な
し
た
ら
よ
い

極
圏
及
び
十
二
卦
重
を
あ
れ
こ
れ
考
察
慮
理
し
て
、

こ
れ
は
、
こ
の
書
簡
の
前
の
朱
烹
第
三
八
書
の
朱
烹
の
言
葉
に
、

事
無
し
。
此
れ
易
卦
に
於
い
て
純
坤
に
陽
無
し
と
震
さ
ざ
る
の
象
潟
り
。
」
と
あ
る
の
に
劃
す
る
呂
租
倹
の
躍
答
書
簡
の
一
節
に
劃
す
る
再
度

「
至
静
の
時
は
、
但
だ
能
く
知
費
す
る
者
有
る
も
、
知
る
所

・
賛
す
る
所
の

の
朱
烹
の
論
評
と
み
ら
れ
る
。

朱
烹
の
い
ら
つ
き
の
気
持
は
さ
て
お
き
、
自
組
俄
は
こ
れ
に
よ
る
と
、
「
未
設
は
純
坤
に
比
す
可
か
ら
ず
し
て
、
首
に
太
極
と
篤
す
ベ
し。」

「
太
極
」
概
念
を
朱
烹
設
に
沿
っ
て
受
け
入
れ
て

「
形
而
上
」

の
位
置
に
措

と
述
べ
た
ら
し
い
。
概
念
の
配
嘗
針
躍
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
、

533 

定
し
つ
つ
、
同
時
に
胡
氏
の
撃
の
護
想
を
連
績
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
形
市
上
を

「未
設
」
と
み
な
す
た
め
に、

(

口

)

位
置
に
あ
て
る
言
い
方
を
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
朱
烹
か
ら
す
る
と
、
未
衰
は
形
而
下
の
「
心
」
の
静
な
る
現
象
様
態
に
位
置
づ
け
て
み

「
未
設
」

を

「太
極
」
の
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て
と
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

一方、

呂
租
俄
の
護
想
が
未
設
を
形
而
上
と
み
る
よ
う
な
も
の
だ
と
す
る
と

「
未
護
」
概
念
の
位
置
づ
け
が

形
市
上
と
形
而
下
と
で
朱
烹
と
は
そ
も
そ
も
異
な
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
組
倹
読
の
よ
う
に
「
未
設
」
を
形
市
上
の
太
極
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
朱
烹
か
ら
み
れ
ば
現
象
界
と
直
接
に
は
切
り
結
ば
な
い
こ
と
に
な
る
。

「
未
設
」
に
は
「
聞
見
な
し
一
と
自
が
み
て
い
る
と
レ
う
朱
烹

の
租
倹
像
は
、
も
と
こ
の
事
態
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
朱
薫
か
ら
す
る
と
そ
れ
は
「
未
設
」
を
形
而
上
と
み
る
誤
り
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
そ
こ
で
繰
り
返
し
彼
を
非
難
す
る
。
す
な
わ
ち
朱
烹
は
、
日
が
「
未
設
」
に
は
感
魔
知
魔
が
な
い
と
み
て
い
る
と
み
て
、

こ
の
「
未
設
」

論
で
は
彼
を
一
貫
し
て
批
判
し
て
い
る
が
、

一
方
の
口
口
組
倹
は
そ
こ
に
同
調
は
し
き
ら
な
い
。
そ
れ
は

「
未
設
」
を
位
置
づ
け
る
そ
の
基
本

震
想
が
、
以
上
の
よ
う
に
胡
氏
の
撃
を
基
調
と
し
て
い
る
た
め
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
未
護
概
念
の
位
置
づ
け
に
ず
れ
が
あ
る
こ
と
に

つ
い
て

(

国

)

は
、
朱
烹
は
わ
か
っ
て
い
て
自
説
を
主
張
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
目
粗
倹
は
あ
ま
り
自
費
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
み
え
る
。

さ
て
、
先
に
留
保
し
た
「
戒
慎
恐
健
」
論
だ
が
、
日
租
倹
が
「
戒
慎
恐
健
」
と
「
慣
濁
」
と
を
同
一
の
位
相
と
み
る
の
も
、
口
口
組
倹
が

「未

立
場
か
ら
す
る
と

「
未
設
」
を
「
形
而
上
」
と
し
た
場
合
は
、

心
の
働
き
は
動
静
含
め
て
形
市
上
の
現
象
様
態
と
な
り
、

「
戒
慎
恐
曜
」
も
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設
」
を
形
市
上
と
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
護
想
に
い
る
の
と
絡
む
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
と
レ
う
の
は
、

一
般
論
の
み
な
ら
ず
、
胡
氏
の
撃
の

「
慢
濁
」
も
心
の
具
睦
的
様
態
で
あ
る
か
ら
同
じ
形
而
下
の
「
己
護
」
と
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
朱
烹
の
よ
う
に

「
戒
慎
恐
健
」

を
「
未
護
」
、

「慣
猫
」
は
「
己
瑳
」
と
分
離
す
る
言
い
方
は
で
て
く
る
は
ず
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
呂
租
倹
が
「
戒
慎
恐
懐
」
と
「
慎
濁
」
を
同
じ
位
相
と

み
て
い
る
こ
と
と
、

「未
護
」
を

「
形
市
上
」
と
み
て
い
る
ら
し
い
こ
と
と
は
、

理
論
構
成
と
し
て
制
割
腹
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
朱
烹
か
ら

す
れ
ば
、
呂
は
「
戒
慎
恐
健
」
論
も
「
未
設
」
論
も
と
も
に
わ
か

っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
。

以
上
の
『
中
庸
』
論
議
を
み
る
と
、
南
宋
初
の
風
気
を
俸
え
る
胡
氏
の
撃
の
影
響
が
こ
の
慶
元
の
時
貼
で
も
権
曲
線
し
て
い
る
こ
と
に
あ
ら
た

め
て
注
目
さ
せ
ら
れ
る
。
と
と
も
に
、
親
密
な
朱
門
に
と
っ
て
は
朱
烹
は
中
心
的
絶
射
的
な
存
在
で
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
ロ
口
組
倹
の
拳
の
出
自

を
振
り
返
る
と
、
道
事
系
で
も
純
粋
の
朱
門
で
は
な
い
人
に
と
っ
て
は
、
深
く
惹
か
れ
は
し
て
も
、
朱
烹
設
は
な
お
相
封
の
中
の
一
つ

で
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
彼
に
と
っ
て
は
朱
烹
が
必
ず
し
も
「
正
し
い
」
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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『
孟
子
』

「
浩
然
の
気
」
論
議

」
の
論
は

至
大
至
剛
、
以
直
養
市
無
害
、
則
塞

行
有
不
様
於
心
則
館
会
。
」
と
説
い
た
後
牟

「
気
」
と
「
義

・
道
」
と
の
相
関
闘
係
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
、
倫
理
的
行
震
が
「
気
」
に
ど
う
闘
わ
る
の
か
と
い
っ
た
そ
の
気
の
形
成

『
孟
子
』
公
孫
丑
篇
に
、

其
篤
気
也
、

「
浩
然
の
気
」
と
は
何
か
と
孟
子
が
問
わ
れ
、

「
其
潟
気
也
、

子
天
地
之
開
。

配
義
典
道
。

無
是
甑
也
。

是
集
義
所
生
者
、

非
義
襲
市
取
之
也。

のに
閥
わ
る
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
。

孟
子
は
こ
の
「
浩
然
の
気
」
の
説
明
の
直
前
で
、

「夫
れ
志
は
気
の
帥
な
り
。

気
は
置
の
充
な
り
。

夫
れ
志し
至
れ
は:

気
は
次
ぐ、

Lー

と

多
様
な
心
の
働
き
の
中
の
、
身
心
を
あ
る
方
向
へ
と
志
向
さ
せ
る
「
志
」
と
い
う
役
割
を
、
身
瞳
を
め
ぐ
る
気
か
ら
概
念
と
し
て
は
一
端
分
離

し
、
身
瞳
の
気
に
針
す
る
そ
の
優
位
性
を
唱
え
る
。
と
と
も
に
績
け
て
、
つ
ま
づ
い
て
つ
っ
と
走
り
(
気
の
働
き
〉
、

そ
の
と
き
に
心
が
は

っ
と

-79 -

す
る
と
い
う
例
を
用
い
て
、
気
が
心
を
動
か
す
こ
と
が
あ
る
こ
と
も
い
う
。

心
の
働
き
の
制
御
か
ら
離
れ
て
身
〈
及
び
欲
望

な
ど
の
心
)
の
気
が
か
つ
て
に
動
き
、
主
櫨
(
心
)
が
そ
れ
に
ひ
き
ず
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
志
の
制
御
下
に
置
く
こ
と
に
よ
り
身

の
気
を
養
う
必
要
が
あ
る
と
み
る
。
そ
の
志
を
も
含
む
心
の
働
き
と
気
と
が
一
瞳
と
な

っ
た
そ
の
養
い
の
極
致
に
お
い
て
措
定
さ
れ
る
の
が

孟
子
に
よ
れ
ば
、

「浩
然
の
気
」
で
あ
る
。
こ
の
と
き
表
現
の
限
り
で
は
、

「
浩
然
の
気
」
と
「
義
・
道
」
と
を
結
果
と
し
て
の
現
象
態
と
し
て
は
一
睡
と
孟
子

し
か
し
「
浩
然
の
気
」
自
睡
は
「
義
」
の
積
み
重
ね
に
よ
り
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、

は
じ
め
か
ら

一
睡
な
の
で
は
な
い
と
み
て
い
る

は
み
る
。

よ
う
に
も
と
れ
る
。
前
後
ど
ち
ら
に
カ
黙
を
置
く
か
で
、
解
震
に
相
違
も
生
じ
得
る
。

こ
の
「
浩
然
の
気
」
の
形
成
に
劃
す
る
朱
薫
の
基
本
理
解
を
『
孟
子
集
注
』
の
中
に
み
る
と
、

一
韓
に
な
り
こ
れ
を
助
け
、
も
し
こ
の
気
が
H

吹
け
れ
ば
、

「
配
義
興
道
」
に
つ
い
て
は
、

「道

・
義
と

ふ
る
ま
い
に
迷
い
が
生
じ
、

な
す
べ
き
事
が
充
分
に
で
き
な
く
な
る
。
」
と
い
う
意

味
の
解
説
を
し
、

「
集
義
所
生
」
に
つ
い
て
は

「
こ
の
気
は
這
・
義
と

一
睦
と
は
い

っ
て
も
、
そ
の
養
い
の
は
じ
め
は
、
振
る
舞
い

・
行
い
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に
あ
た
り
す
べ
て
義
に
か
な
っ
て
い
る
こ
と
で
、
白
か
ら
省
み
て
や
ま
し
い
こ
と
な
く
す
っ
き
り
し
て

い
て
こ
そ
、

」
の
気
が
身
心
に
生
ま
れ
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(
凹
)

る
。
」
と
い
う
意
味
の
解
説
を
す
る。

さ
て
、
こ
の
件
に
つ
い
て
呂
租
倹
は
、
こ
う
し
た
理
解
を
も
っ
朱
烹
に
射
し
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

「
其
の
気
漏
る
や
一云々

」
に
つ
い
て
。
わ
た
く
し
め
が
こ
の
段
の
言
う
所
を
説
明
し
ま
す
と
、

(
二
固
い
う
〉

「其
の
気
震
る
や
」
は
意

味
に
ち
が
い
が
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
上
の
言
は
:
・

略
:
:
:。

め
〈

血
気
は
(
そ
れ
が
周
る
〉
筋
道
を
た
ど
っ
て
こ
こ
に
至
る
か
ら
に
は
、

〈
二
回
目
の

「其
矯
気
也
」
と
い
う〉

下
の
言
は
、
こ
の
気
は
義

と
道
と
を
合
わ
せ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、

血
気
は
つ
ま
り
は
義

・

道
な
の
で
す
。

気
を
養
っ
た
後
に
、

さ
ら
に
こ
の
義

・
道
を
待
っ
て
助
け
と
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

(
二
固
い
う
「
其
震
気
也
」

の
〉
二
回
目
と
し
て
「
其
魚
気
也
、

配
義
興
遁
」
と
い
う
わ
け
は
、
思
う
に
こ
こ
の
こ
の
(
浩
然
の
〉
気
の
護
現
は
、
も
と
も
と
(
そ
な

わ
る
〉
義

・
遁
な
の
で
あ
っ
て
、
も
し
こ
の
気
の
本
来
の
萎
が
わ
か
れ
ば
、
何
を
養

っ
て
い
る
か
が
わ
か
り
、
そ
の
動
き
は
血
気
で
は
な

い
こ
と
を
深
く
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
す
。
そ
の
「
是
れ
無
く
ば
甑
う
」
と
い
う
の
は
、
人
が
自
身
を
主
宰
す
る
中
心
で
あ
る
も
の
が
も

(

初

)

(『朱
集
』
品
位
四
八

「答
呂
子
約
」
第
四
六
書
所
引
呂
租
倹
書
簡
。
部
分
)
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し
依
け
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、

と
た
ん
に
む
な
し
く
な
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
と
望
ん
だ
の
で
す

P

孟
子
本
文
の
「
其
の
気
魚
る
や
、

義
と
遁
と
に
配
す
よ
と
い
う
「
義
」
の
集
積
の
結
果
を
い
う
部
分
を
、

「
是
れ
気
を
養
う
の
後
に
、

叉
た

此
れ
を
待
ち
て
助
を
矯
す
に
非
ざ
る
な
り
。
」
と
、

本
来
の
委
と
み
な
し、

身
瞳
を
め
ぐ
る
気
に
も
と
も
と
「
道

・
義
」
が
そ
な
わ
り
、

気
に

も
と
も
と
そ
な
わ
る
そ
の
本
質
を
見
失
わ
な
け
れ
ば

「浩
然
の
気
」

と
な
る
と
捉
え
る
。

「
血
気
」

の
め
ぐ
り
の
中
に

「本
然
」
と
し
て
の

「道

・
義
」
を
み
て
と
り
、

「
養
」
い
は
身
瞳
的
気
で
あ
る
血
気
の
み
を
養
う
か
の
よ
う
な
が
ら
、
そ
の
賀、

「道

・
義
」
こ
そ
を
養
っ
て
い

る
の
だ
と
呂
は
み
る
の
で
あ
る
。

な
お
、

わ
れ
わ
れ
近
代
世
界
の
者
が
こ
の
南
宋
代
に
お
け
る
呂
組
倹
や
朱
烹
の
思
考
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

例
え
ば
醤
書
に
み
ら
れ

る
中
園
侍
統
の
身
心
翻
を
彼
ら
が
前
提
に
置
い
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
身
心
親
で
は
、
も
の
の
構
成
基
盤
で

あ
り
、
そ
れ
自
僅
が
生
命
力
を
も
っ
と
思
念
さ
れ
る
「
気
」
が
身
韓
を
め
ぐ
り
、
心
の
働
き
も
、
か
ら
だ
を
め
ぐ
る
こ
の
気
の
働
き
の
一
環
と



(
幻
)

し
て
現
象
化
す
る
と
み
る
。
肉
韓
の
気
は
心
の
働
き
の
気
に
逼
底
す
る
。
『
語
類
』
の
問
窓
口
か
ら
は
、
朱
烹
も
朱
門
も
こ
う
し
た
認
識
を
前
提

と
し
て
持
っ
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
み
て
と
れ
る
。
朱
烹
は
そ
の
よ
う
な
理
解
の
世
界
に
お
り
つ
つ
も
、
「
集
義
」
の
意
義
を
重
視
す
る
立

場
か
ら
『
孟
子
』
の
こ
の
く
だ
り
を
解
律
す
る
。
こ
れ
に
射
し
呂
租
倹
は
気
の
身
瞳
的
め
ぐ
り
の
嘗
時
の
前
提
認
識
か
ら
離
れ
な
い
で
そ
の
め

ぐ
り
そ
の
も
の
に
沈
潜
す
る
理
解
を
唱
え
る
。
北
宋
か
ら
の
道
事
読
の
中
で
い
え
ば
、
そ
う
し
た
理
解
は
程
頼
の
か
の
寓
物
一
睡
の
仁
設
に
も

ま
た
気
の
身
瞳
的
め
ぐ
り
に
印
す
る
と
い
う
の
は
、
裾
野
と
し
て
は
同
時
代
の
遁
数
身
心
修
行
文
化
に
も

つ
な
が
る
も
の
と
も
い
え
よ
う
し
、

遁
底
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
上
で
「
道
・
義
」
の
意
義
を
重
く
み
よ
う
と
し
て
い
る
黙
に
は
、
朱
烹
設
に
傾
く
姿
勢
も
う
か
が
え
る
。
朱
烹

の
評
債
を
中
心
に
し
て
み
た
場
合
は
朱
読
と
の
封
躍
の
み
に
目
を
奪
わ
れ
が
ち
に
な
る
が
、
そ
れ
を
離
れ
て
い
え
ば、

は
、
同
時
代
の
他
の
設
と
関
わ
る
績
が
り
と
可
能
性
を
も
っ
設
の
よ
う
で
も
あ
る
。
た
だ
し
巨
租
倹
説
は
資
料
的
に
確
定
的
な
も
の
と
し
て
は

(

幻

)

そ
の
検
討
は
こ
こ
で
は
略
す
る
こ
と
と
す
る
。

こ
こ
で
の
口
口
組
倹
説

右
に
奉
げ
た
よ
う
な
考
え
方
に
と
ど
ま
る
の
で
、

し
か
し
朱
煮
の
『
孟
子
』
理
解
か
ら
す
る
と
、
こ
の
自
租
倹
読
は
、
気
の
不
安
定
さ
、

そ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
る
心
の
不
安
定
さ
、
と
い
う
問

- 81ー

題
を
み
る
こ
と
を
お
ろ
そ
か
に
し
、
人
と
し
て
の
も
ち
ま
え
と
し
て
人
に
そ
な
わ
る
、

「理
」
に
由
来
す
る
「
道
・
義
」
と
、
生
ま
身
の
肉
瞳

に
関
わ
る
「
気
」
と
の
区
分
を
無
視
し
、

心
の
修
養
の
原
理
を
見
失
い
か
ね
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
自
説
批
剣
と
し
て
こ
う
い
う
。

気
は
身
を
つ
か
さ
ど
り
、
道
や
義
は
心
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
で
す
。
気
は
現
象
世
界
の
も
の
で
あ
り
、

遣
や
義
は
形
に
は
見
え
な
い
も
の

で
す
。
そ
の
匿
分
け
は
異
な
る
と
い
え
、

し
か
し
気
は
身
中
に
あ
っ
て
、
道
や
義
は
皮
膚
の
外
に
あ
る
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
ど
う
し
て
雨
者
(
の
意
義
を
わ
け
た
上
で
こ
れ
〉
を
重
ね
る
の
を
い
や
が
っ
て
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
と
読
を
つ
く
る
の
で
し
ょ
う
。

(
呂

さ
ん
の
設
を
要
約
す
る
と
こ
う
な
り
ま
す
〉

「道
義
は
本
と
血
気
に
存
す
c

但
だ
道
義
無
く
ん
ば
、
則
ち
此
の
気
は
使
ち
鍛
え
て
、
止
だ

血
気
の
私
と
震
る
。
故
に
必
ず
義
と
道
と
に
配
し
、
然
る
後
に
能
く
浩
然
と
し
て
額
う
る
無
き
か
」
と
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
孟
子
は

こ
こ
で
(
「
配
」
で
は
な
く
)

「穏
」
と
い
う
語
を
別
に
あ
て
て
、

そ
の
意
圃
の
細
か
さ
を
壷
く
す
べ
き
で
あ
り、

「配」

と
い
う
語
を
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置
い
て
、
南
者
が
も
と
一
つ
で
あ
る
様
態
を
引
き
離
し
、

さ
ら
に
気
を
主
と
し
て
雨
者
の
ど
ち
ら
が
優
勢
か
の
常
態
を
ひ
っ
く
り
返
す
と
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い
う
こ
と
を
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

〈

お

)

(
『
朱
集
』
径
四
八
「
答
呂
子
約
」
第
三
九
書
。
部
分
)

「
浩
然
の
気
」
の
形
成
に
お
い
て
「
集
義
」
の
工
夫
の
領
域
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
。
た
だ
し
注
意
す
べ
き
は
、
呂
組
倹
設
で
は
『
孟

子
』
本
文
の
文
服
理
解
が
不
能
に
な
る
と
い
う
言
い
方
を
し
て
、
孟
子
に
劃
す
る
自
ら
の
理
解
の
立
場
か
ら
孟
子
の
文
服
と
い
う
解
種
事
的
領

域
に
論
を
押
し
込
め
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
先
の
「
未
設
」
論
と
同
じ
く、

血
気
の
め
ぐ
り
に
「
義
・

道」

が
内

彼
は
、

在
し
て
い
る
か
否
か
と
い
っ
た
呂
組
倹
説
に
印
し
た
検
討
を
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る。

以
上
、
美
総
宛
て
朱
烹
書
簡
に
言
及
さ
れ
て
い
る
目
租
俊
と
朱
烹
と
の
議
論
の
内
容
を
う
か
が
っ
た
。
朱
烹
は
も
と
よ
り
『
四
書
集
注
』

に

集
約
さ
れ
て
い
る
そ
の
思
想
的
立
場
か
ら
呂
租
俄
の
設
に
雇
え
、
批
剣
す
る
。
そ
の
中
身
の
説
自
韓
と
し
て
は
、
こ
こ
に
は
新
設
と
み
と
め
ら

れ
る
よ
う
な
も
の
は
特
に
は
な
い
。
た
だ
し
再
度
注
意
し
た
い
の
は
、
そ
の
朱
烹
に
問
い
た
だ
す
目
租
倹
側
の
思
考
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
思
考

に
封
す
る
朱
煮
の
捌
き
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
朱
烹
側
の
責
料
で
あ
る
故
に
目
が
届
き
に
く
い
が
、
本
稿
で
問
題
に
す
る
以
前
か
ら
の
も
の

- 82ー

も
含
め
て
朱
烹
書
簡
の
中
の
租
倹
の
思
考
を
た
ど
る
と
、
斥
け
ら
れ
る
目
組
倹
の
鼓
想
に
は
、
彼
が
湖
南
の
胡
氏
の
壊
の
考
え
方
の
影
響
を
引

き
ず
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
呂
租
倹
の
言
葉
を
考
え
る
と
、

そ
こ
に
は
そ
れ
な
り
の

一
貫
性
が
み

て
と
れ
る
。

「
未
設
」
概
念
が
雨
者
折
り
合
わ
な
い
所
に
は
、
呂
租
倹
の
前
提
に
朱
烹
の
前
提
と
異
な
る
要
素
が
あ
る
の
が
わ
か
る
。

し
か
し

こ
の
日
租
倹
に
割
腹
す
る
時
に
、
朱
官
燃
は
そ
れ
を
検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
自
説
を
唱
道
す
る
親
黙
で
麿
え
る。

一
方
、
程
皐
の
議
論

と
い
う
贋
く
は
同
じ
土
俵
上
で
同
じ
術
語
を
問
題
と
す
る
た
め
に
、
思
考
の
前
提
の
相
遣
を
呂
租
俄
は
明
確
に
は
自
費
で
き
て
い
な
い
よ
う
に

み
え
る
。
そ
の
た
め
呂
組
俊
は
朱
蕪
の
捌
き
を
突
破
で
き
な
い
。
か
く
て
議
論
は
朱
烹
か
ら
す
れ
ば
不
毛
な
繰
り
返
し
に
な
る
。
と
は
い
え
、

朱
烹
晩
年
に
は
『
集
注
』
そ
の
他
と
し
て
朱
烹
の
翠
設
が
あ
る
程
度
流
布
し
始
め
て
い
る
と
し
て
も
、
皆
が
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
程
事
、
道
事
に
強
く
関
心
あ
る
者
で
も
、
朱
烹
純
粋
門
人
以
外
の
者
は
、
朱
烹
設
に
必
ず
し
も
ぴ
た
り
と
同
調
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
姿
が
こ
こ
に
は
う
か
が
え
る
。
先
の
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
人
に
と

っ
て
は
、
朱
烹
読
は
興
味
は
惹
か
れ



る
が
、

は
じ
め
か
ら
「
正
し
い
」
も
の
と
し
て
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

四

朱
門
に
お
け
る
論
評

多
数
残
る
質
疑
麿
答
型
の
朱
薫
責
料
の
中
で
、
朱
烹
と
必
ず
し
も

一
瞳
で
は
な
い
呂
租
倹
の
よ
う
な
人
と
の
こ
う
し
た
朱
烹
読
一
衣
論
評
論

議
に
お
い
て
は
、
朱
烹
は
そ
の
異
の
部
分
を
批
剣
す
ベ
く
自
説
、
定
設
を
む
し
ろ
比
較
的
く
っ
き
り
と
語
る
。
そ
れ
が
た
ま
た
ま
朱
門
に
お
い

て
二
衣
論
評
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
ど
う
い
う
異
設
に
封
し
朱
烹
読
が
強
調
さ
れ
る
か
、
有
数
か
の
事
例
と
し
て
そ
の
論
議
が

な
ぞ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
朱
烹
の
言
葉
が
そ
の
朱
門
自
身
と
の
交
渉
の
場
面
で
一
次
的
に
生
起
す
る
生
ま
の
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
渡
せ

ら
れ
た
解
四
拝
さ
れ
る
べ
き
言
葉
と
し
て
捉
え
返
さ
れ
、
そ
の
思
考
の

コ
ピ
ー
が
朱
薫
門
人
に
よ
っ
て
(
と
き
に
は
朱
烹
に
よ
っ
て
も
〉
二
次
、
三
次

的
に
再
生
産
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
遁
程
に
お
い
て
、
朱
烹
読
を
受
け
取
る
朱
門
の
者
が
朱
烹
の
言
葉
を
中
心
化
、
特
権
化
し
、
自
己

そ
の
言
葉
が
既
成
と
し
て
捉
え
返
さ
れ
事
ば
れ
る
も
の
と
し
て
の

「朱
子
事
」

へ
と
向
か
う
と
こ
ろ
で
は
、
こ
う
し
た
意
識
が
重
要
な
役
割
を
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を
そ
の
正
確
な
縫
承
、
再
生
産
者
と
み
る
意
識
が
芽
生
え
る
と
い
う
現
象
が
起
き
る
。
朱
烹
生
前
の
生
身
の
言
葉
が
表
出
さ
れ
る
段
階
か
ら
、

捨
お
う
。
本
稿
で
取
り
あ
げ
て
い
る
目
租
倹
と
の
論
議
を
め
ぐ
る
二
次
論
評
に
も
、
こ
の
道
程
に
闘
わ
る
問
題
が
看
取
で
き
る
。
以
下
、

震
」
論
と
「
浩
然
の
気
」
論
を
め
ぐ
る
こ
の
二
次
論
評
的
事
態
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う。

未

ま
ず
前
者
の
「
未
護
」
論
に
閲
し
て
一
例
を
あ
げ
る
と
、
儒
周
干
の
禁
が
は
じ
ま
る
前
夜
の
頃
に
入
門
し
た
比
較
的
新
し
い
門
人
の

一
人
、
孫

自
修
と
い
う
人
に
朱
煮
は
次
の
よ
う
な
書
簡
を
書
い
て
レ
る
。
孫
自
修
・
字
敬
甫
は
、

寧
園
府
ハ
江
東
)
宣
城
の
人
。
紹
照
五
年
(
一
一
九
四
)

に
行
在
臨
安
で
初
見
(
『
語
類
』
倉
一

O
七
第
三
候
。
田
中
論
文
二
五
六
頁
)
。
そ
の
孫
自
修
宛
て
朱
烹
書
簡
第
六
書
官
頭
部
分
に
こ
う
い
う
。

わ
ず

「
才
か
に
存
養
と
説
け
ば
、
即
ち
是
れ
動
き
了
る
」
と
論
じ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
の
一
心

は
も
と
も
と
輝
い
て
お
り
、
死
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
存
養
と
は
、

意
識
的
に
操
作
す
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ひ
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た
す
ら
心
を
動
か
さ
な
い
で
い
る
と
、
そ
こ
で
は
心
の
働
き
は
(
費
醒
し
て
い
て
)
明
ら
か
で
く
ら
く
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
喜
怒
哀
楽
の
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偏
り
や
、
思
慮
ふ
る
ま
い
に
よ
る
煩
い
が
無
い
の
で
す
。
こ
の
時
は
、
ど
う
し
て
静
で
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
員
っ
暗
で
ま
っ

た

く
魔
醒
し
て
い
な
い
時
で
あ
っ
て
こ
そ
静
だ
、
と
い
う
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
去
年
目
子
拘
さ
ん
と
こ
の
こ
と
を
論
じ
ま
し
た
。
彼
は

充
分
に
は
納
得
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の
排
論
の
折
り
に
ふ
と
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
残
念
至
極
で
す
。
い
ま
そ
の

(
や

り
と
り
の
)
言
葉
を
再
録
し
、
長
い
で
す
が
迭
り
ま
す
。

一
寵
さ
れ
て
深
く
鰻
味
さ
れ
れ
ば
、

自
然
と
お
わ
か
り
に
な
ら
れ
る
で
し
ょ

(μ
)
 

(
『
朱
集
』
巻
六
一
二

「答
孫
敬
甫
」
第
六
書。

部
分
)

う

孫
自
修
の
聞
い
に
慮
え
て
、
朱
烹
は
、
心
の
「
土
木
渡
」
の

「静」

と
は
、
心
が
眠

っ
て
い
る
様
態
で
は
な
く
、
感
情
の
動
き
や
何
か
を
魚
す
と

い
う
こ
と
は
な
い
が
魔
醒
し
て
い
る
様
態
で
あ
る
と
い
い
、

そ
の
読
を
熟
考
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
ロ
口
組
倹
と
の
や
り
と
り
を
書
き
寓
し
て
迭

る
と
い
う
。

」
の
前
提
と
な
る
書
簡
に
お
い
て

「
才
か
に
存
養
と
設
け
ば

t土

「
存
養
」
の

「敬」

が
心
の

「未
設
」

の

「静」

即
ち
是
れ
動
き
了
る
」
と
孫
は
述
べ
た
ら
し
い
。

の
様
態
に
関
わ
る
修
養
の
貫
践
と
し
て
朱
烹
設
で
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が

そ
の
語
か
ら
す
る
と
彼

- 84ー

「
貫
践
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
限
り
は
意
志
的
な
も
の
を
働
か
せ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
な
の
で
こ
れ
は
心
の
や
は
り
「
動
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
、
と
考
え
た
と
思
わ
れ
る
。
朱
寒
か
ら
す
れ
ば
、
も
し
そ
う
み
る
と
、
心
の
「
静
」
時
の
貫
践
が
成
り
立
た
な
く
な
り
、
か
つ
「
未

設
」
と
い
う
も
の
を
捉
え
る
と
き
に
形
市
上
と
し
て
位
置
づ
け
る
胡
氏
の
撃
の
読
に
沿

っ
て
こ
れ
を
み
か
ね
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
自
説

関
連
す
る
最
近
の
論
議
と
し
て
巨
租
倹
と
の
や
り
と
り
を
朱
烹
は
提
示
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
思
わ
れ

へ
の
根
本
的
無
理
解
だ
と
剣
断
し
、

る
。
な
ぜ
目
か
と
い
う
と

「
未
だ
識
面
に
及
ば
ざ
る
に
、
狼
り
に
書
を
恵
む
を
辱
な
く
す
」
(
『
朱
集
』
巻
六
二
「
答
孫
敬
甫
」
)
と
そ
の
冒
頭
に

あ
っ
て
朱
・
孫
雨
者
の
-
初
見
以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
孫
宛
て
の
朱
烹
第

一
書
に
、

「
子
約
の
言
は
、
蓋
し
之
に
近
し
と
震
す
も
云

々
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
朱
窯
と
禽
う
前
に
孫
は
何
ら
か
の
縁
で
呂
租
俊
を
知
っ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
の
口
口
組
倹
は
兄
目
租
謙
を
継
ぐ

道
翠
運
動
ネ
ヅ
ト
ワ
l
ク
内
の
朱
烹
同
調
者
と
し
て
有
名
で
あ
る。

孫
が
知
人
で
あ

っ
て
有
名
な
そ
の
呂
租
俄
が
読
議
さ
れ
た
形
の
論
が
孫
に

か
の
呂
祖
俊
氏
も
朱
設
に
従
っ
た
の
か
と
孫
は
納
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
数
果
を
企
園
し
つ
つ
、
朱
一
煮
は

一
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、



呂
組
倹
と
の
論
需
の
結
果
を
自
ら
流
布
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
朱
烹
の
思
想
圏
内
に
新
た
に
入
っ
た
人
に
針
し
自
身
の

思
想
を
中
心
化
、
特
権
化
さ
せ
て
い
こ
う
と
し
て
朱
烹
自
身
が
積
極
的
に
働
き
か
け
る
委
が
み
て
と
れ
る
。

「浩
然
の
気
」
論
に
関
す
る
次
の
二
次
論
評
に
は
、
よ
り
興
味
深
い
事
態
が
見
出
せ
る。

傑
・
字
正
淳
宛
て
書
簡
に
附
録
さ
れ
て
い
る
寓
の
質
問
に
こ
う
い
う
。

先
の
呉
必
大
と
同
郷
の
朱
宙
開
門
人
で
あ
る
蔦
人

わ
た
く
し
は
前
に
(
果
〉
伯
豊
さ
ん
に
お
雇
え
し
た
書
簡
で
、

す
。
(
呉
さ
ん
は
)
『
浩
然
の
気
は
、
集
義
が
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
(
そ
れ
が
生
じ
た
段
階
で
は
)
道
や
義
と
も
は
や
海
然
と

一
睦
で

あ
り
す
き
ま
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
(
役
割
分
措
は
あ
る
の
で
あ
っ
て
)
道
や
義
は
確
か
に
こ
の
気
を
助
け
て
そ
の
働
き
を
達
成
さ
せ

か
え

っ
て
道
や
義
の

「
浩
然
の
気
に
闘
す
る
(
口口
さ
ん
の
〉
読
に
論
及
な
さ
れ
て
お
ら
れ
ま

る。

(
一
方
)
こ
の
(
浩
然
の
)
気
は
ハ
義
の
)
集
積
か
ら
生
ず
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
か
ら
だ
に
充
ち
る
と
、

助
け
を
す
る
』
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

」
の
数
語
は
、

『
集
注
』

の
設
を
は
っ
き
り
と
説
明
し
て
い
て

た
い
へ
ん
に
す
ば
ら
し
い
で

す
。
」
と
述
べ
ま
し
た
。

(
果
さ
ん
に
劃
す
る
呂
さ
ん
の
評
債
も
聞
い
て
お
り
ま
す
が
、

ロ
ロ
〉
子
約
さ
ん
が

「
充
分
で
は
な
い」

と
い
わ
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れ
る
の
は
、
こ
れ
は
か
え
っ
て
基
本
の
所
で
見
方
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
の
で
す
。

た
だ
し
上
奈
(
謝
良
佐
)
の
語
に
つ

い
て
は
、

子

約
さ
ん
の
論
排
は
首
た
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
:
:
:
(
中
略
H

か
ら
だ
を
め
ぐ
る
気
に
関
す
る
上
奈
設
へ

の
論
評
)
:
:
:
。
子
約
さ
ん
の
議
論
を

か
れ
が
心
の
修
養
の
貫
践
を
し
て
い
る
の
に
は
、
貫
に
み
る
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
わ
た
し
が
ひ
そ
か
に
思
い
ま
す

(
概
念
の
)
巨
分
け
が
充
分
に
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
部
分
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
そ
の
論
排
に
き
ず
が
多
い
の
で
す
。
先
生
は

(

お

)

(『朱
集
』
巻
五

一
「
答
高
正
淳
」
第
三
書
所
引
高
人
傑
の
書
)

考
え
る
と
、

ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

高
人
傑

・
字
正
淳
は
輿
園
軍
大
冶
の
人
。
朱
烹
が
南
康
軍
知
事
時
代
の
朱
烹
五
十
歳
の
と
き
に
朱
烹
に
舎
い
、
朱
烹
晩
年
ま
で
師
事
し
た
。

生
涯
年
不
詳
。
陳
築
捷
書
二
四
八
頁
、
方
彦
寄
書
八
二
頁
、
田
中
論
文
六
二
頁
。
果
必
大
と
親
密
。
陸
九
齢
が
輿
園
軍
数
授
と
な
っ
た
と
き
に

数
え
を
受
け
、
さ
ら
に
撫
州
金
漢
に
出
か
け
て
陸
九
淵
に
師
事
し
た
後
に
朱
烹
に
曾
っ
た
と
い
う
ハ
『
宋
元
暴
案
』
巻
六
九
〉
。
陸
九
淵
に
直
接
曾

『
語
類
』

巻

一
一一四

「陸
氏
」
第
三
六
僚
の
寓
の
記
録
に
よ
り
淳
照
五
年
こ

一
七
八
)、
第
三
七
候
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っ
て
数
え
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
は
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の
首
問
の
護
言
に
よ
り
淳
照
十
年
(
二
八
三
〉
、

が
、
輿
園
軍
で
陸
九
齢
に
数
え
を
受
け
た
と
い
う
の
は
、
彼
が
や
は
り
科
拳
シ
ス
テ
ム
文
化
世
界
の
中
で
生
き
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
そ

し
て
彼
は
陸
氏
の
皐
に
で
は
な
く
後
に
出
禽

っ
た
朱
烹
の
撃
に
惹
か
れ
て
師
事
し
た
。

慶
元
年
聞
は
、
そ
の
二
年
十
二
月
J
一
一
一
年
一
月
、
五
年

の
少
な
く
と
も
二
回
を
確
認
で
き
る
。
高
人
傑
は
進
士
に
も
な
ら
ず
官
職
に
も
つ
い
て
い
な
い

に
朱
烹
の
膝
下
に
い
た
ら
し
い
。
田
中
論
文
八
二
頁
。

さ
て
こ
の
書
簡
は
、
呉
必
大
の
死
の
慶
元
三
年
十
二
月
以
前
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

集
注
を
敷
街
し
て
自
租
倹
読
を
批
剣
し
た
臭
必
大
の

設
に
賛
同
す
る
旨
を
い
う
。
こ
れ
が
朱
烹
に
向
け
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
第
一

に
、
朱
蒸
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
朱
門
内
で
自
立
的
に

朱
烹
説
を
め
ぐ
る
相
互
交
流
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、

高
人
傑
が
こ
の
書
簡
を
書
く
気
持
に
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
、
朱
烹
の
言
葉

併
せ
て
い
え

を
中
心
化
し
、
自
己
を
そ
の
正
確
な
再
生
産
者
と
み
る
一
意
識
の

芽
生
え
が
み
え
る
こ
と
と
い
う
こ
貼
の
問
題
が
う
か
が
え
る
。

ば
、
朱
門
に
よ
る
朱
烹
読
の
自
立
的
再
生
産
が
朱
烹
の
混
前
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
様
子
が
み
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。
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第
一
の
貼
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。
こ
の
蔦
人
傑
の
文
面
を
考
え
る
と
、
こ
の
書
簡
ま
で
に
何
段
階
か
の
や
り
と
り
が
あ
り
、
こ
の
書
簡
は

お
よ
そ
そ
の
第
六
段
階
あ
た
り
に
あ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
い
ま
寓
の
こ
の
書
簡
を
慢
に
⑥
(
第
六
段
階
)
と
す
る
と
、
こ
の
書
簡

⑥
は
果
へ
の
返
書
⑤
を
引
用
し
て
い
る
。

つ
ま
り
そ
れ
以
前
に

「
浩
然
の
気
」
に
関
わ
る
臭
か
ら
の
一
意
見
④
が
寓
に
き
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

は
じ
め
自
の
設
を
臭
が
知
り
①
、
こ
れ
に
封
し
臭
が
口
口
に
見
解
を
表
明
し
②
、
呂
が
そ
れ
を
「
充
分
で
は
な
い
」
と
評
す
る
③
。
こ
の
臭
と
呂

と
の
や
り
と
り
を
呉
と
同
郷
で
縁
が
深
い
高
に
臭
が
侍
え
た
の
が
④
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
呉
は
巴
と
の
聞
に
や
り
と
り
①
②
③
が
あ

(

M

m

)

 

っ
た
こ
と
を
朱
烹
に
も
知
ら
せ
て
い
る
。
ま
た
寓
の
文
面
は
、
こ
れ
ら
呉
と
目
と
の
や
り
と
り
を
朱
寮
が
知
っ
て
い
る
の
を
前
提
と
す
る
よ
う

な
口
ぶ
り
で
あ
り
、
果
が
朱
烹
に
知
ら
せ
た
こ
と
も
高
に
俸
え
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。

先
述
し
た
人
的
関
係
を
振
り
、
返
る
と
、

呂
租
倹
と
呉
必
大
は
吉
州
で
語
り
合
い
、

果
と
高
人
傑
は
同
郷
で
親
密
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
師
弟

と
い
う
縦
の
関
係
だ
け
で
朱
門
各
人
が
個
別
に
朱
烹
と
つ
な
が

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
朱
門
同
士
の
横
の
関
係
を
つ
く
っ
て
情
報
を
共
有

し
、
さ
ら
に
は
呂
租
倹
と
い
う
同
調
者
と
い
え
る
人
と
も
講
事
し
て
い
る
あ
り
さ
ま
が
み
て
と
れ
る
。
朱
烹
と
の
関
わ
り
を
出
護
貼
と
し
つ



っ
、
朱
門
の
人
々
同
士
、
ま
た
朱
烹
設
に
関
心
を
も
っ
者
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
に
関
わ
り
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
朱
烹
の
手
元
を
離
れ
て
、

一隅

建
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
方
の
、
狭
い
意
味
で
の
地
域
社
舎
に
お
い
て
朱
宮
照
準
設
に
関
わ
る
議
論
が
二
次
的
に
再
生
産
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
様
相
を
、
朱
烹
の
門
人
集
固
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
明
確
に
成
立
し
て
い
る
事
態
で
あ
る
と
筆
者
は
み
る
。

そ
し
て
第
二
に
、
関
連
し
て
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
朱
烹
に
こ
の
書
簡
を
書
い
て
い
る
と
き
の
高
人
傑
、

ま
た
そ
の
高
に
意
見
を
述
べ

た
と
き
の
臭
の
意
識
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
果
必
大
は
朱
烹
の
定
設
で
あ
る
『
集
注
』
を
敷
街
し
て
い
る
と
寓
は
い
う
。
そ
の
『
集
注
』
の
現

黙
で
寓
は
、
呉
に
比
べ
て
呂
は
わ
か
っ
て
い
な
い
と
み
な
し
て
、
自
身
の
呂
租
倹
像
の
安
嘗
性
を
朱
烹
に
問
う
。

『集
注
』
読
を
剣
断
の
基
準

と
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
み
え
た
像
の
「
正
し
さ
」
を
、
い
わ
ば
家
元
で
あ
る
朱
烹
に
よ
っ
て
確
認
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
意
識
が
、
こ
こ
に

は
み
て
と
れ
る
。
ま
た
『
集
注
』
設
を
敷
街
す
る
黙
で
、
果
も
、
わ
れ
こ
そ
「
正
し
」
き
朱
烹
読
理
解
者
と
い
う
意
識
を
持
つ
か
の
よ
う
で
あ

る
。
そ
し
て
前
節
で
み
た
よ
う
に
、
旦
口
組
倹
に
は
朱
烹
設
と
ま
っ
た
く
重
な
る
の
で
は
な
い
彼
な
り
の
一

貫
し
た
思
考
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
の
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だ
が
、
高
は
こ
の
文
面
に
お
い
て
は
そ
の
側
面
を
検
討
す
る
の
で
は
な
く
し
て
こ
れ
を
む
し
ろ
捨
象
し
、
自
己
の
呂
租
倹
像
の
「
正
し
さ
」
の

確
認
を
朱
烹
設
に
、
沿
っ
て
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
呂
租
俊
を
そ
う
し
た
確
認
要
請
の
燭
媒
と
し
て
利
用
す
る
だ
け
の
も
の
と
し
て
扱
う
。

あ
た
か
も
朱
門
の
「
内
」
と
「
外
」
の
境
界
に
い
る
呂
組
俄
を
「
外
」
へ
押
し
出
す
方
向
で
論
評
す
る
こ
と
で
「
内
」
の
輪
を
確
認
し
よ
う
と

す
る
の
で
あ
る
。

『
語
類
』
の
記
録
者
と
し
て
朱
烹
の
談
話
の
言
葉
も
多
く
残
し
て
お
り
、
先
の
そ
れ
ぞ
れ
の
紹
介
の
よ
う
に
、
朱
曹関

の
典
型
的
門
人
と
い
え
る
人
で
あ
る
。
朱
烹
と
深
く
閥
わ
り
、
朱
烹
設
の
「
正
し
」
い
理
解
者
と
自
認
す
る
そ
う
し
た
人
が
、
朱
烹
の
定
説

と
も
い
え
る
『
集
注
』
読
を
基
準
に
し
て
朱
烹
設
を
敷
街
し
、
そ
れ
に
あ
わ
な
い
近
似
の
設
を
「
誤
り
」

と
し
て
裁
断
す
る
。
こ
の
よ
う
な

「
正
し
さ
」
の
一
意
識
を
門
人
が
持
ち
始
め
る
こ
と
が
、
朱
寒
波
後
に
撃
墜
意
識
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
向
か
う
基
礎
、

あ
る
い
は
出
護
貼
と
な

い
っ
た
い
蔦
と
呉
は
、

ろ
う
。
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そ
し
て
、
こ
の
寓
人
傑
書
簡
に
劃
す
る
朱
烹
の
返
書
は
こ
う
で
あ
る
。
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(
孟
子
本
文
)
を
論
じ
る
と
き
に
は
義
を
主
と
し
、

る
と
き
に
は
気
を
主
と
す
る
こ
と
が

(
彼
に
は
)
わ
か
っ
て
お
ら
ず
、
ひ
た
す
ら
義
を
主
と
し
よ
う
と
し
ま
す
。

だ
か
ら
ま
ち
が
う
の
で

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「集
義
の
生
ず
る
所
」

(
概
念
の
)
匡
分
け
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う

「義
と
遵
と
に
配
す
」

(
同
)
を
論
じ

日
子
約
さ
ん
の
依
貼
は
、
何
を
基
本
と
す
る
か
が
は

っ
き
り
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、

す
。
も
し
そ
の
言
葉
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
孟
子
の
数
語
の
中
に
、
二
つ
の
句
が
重
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
ほ
つ
れ

た
聖
賢
が
天
下
に
お
り
ま
し
ょ
う
か
。

子
約
さ
ん
は
道
理
を
み
て
と
る
こ
と
が
お
お
む
ね
バ
ラ
バ

ラ
で
、
さ
ら
に
自
分
の
見
解
に
固
執
し
、
心
を
虚
し
く
し
て
善
を
え
ら
ぶ
こ

と
が
で
き
ず
、
所
論
に
一
致
し
な
い
箇
所
が
き
わ
め
て
多
い
の
で
す
。
こ
の
(
浩
然
の
気
の
)
一
義
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
伯
豊
君
は

読
き
方
が
た
い
へ
ん
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
朋
友
の
中
で
は
得
難
き
人
で
す
。
お
手
紙
は
こ
の
こ
と
に
言
及
さ
れ
て
、
こ
の
た
め
感
歎
壷

き
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
子
約
さ
ん
の
老
成
質
貫
は
、

今
は
き
わ
め
て
得
難
い
で
す
。
道
理
が
彼
を
呼
び
魔
ま
し
て
く
れ
な
い
こ
と
だ

(
幻

)

(『
朱
集
』

各
五
一
「
答
高
正
淳
」
第一一一
室
田)
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け
が
残
念
で
す
。

朱
烹
は
、
自
設
に
制
到
す
る
同
調
者
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ

つ
も
、
口
口
組
倹
を
巌
し
く
評
す
る
。

そ
れ
と
針
比
的
に
果
必
大
を
ほ
め
そ
や
す
。
呉

と
寓
と
が
『
集
注
』
設
に
沿
う
の
も
そ
の
要
因
で
は
あ
ろ
う
が
、

こ
の
表
現
は
そ
れ
以
上
の
ほ
め
方
で
あ
る
。
高
人
傑
、
呉
必
大
の
側
に
し
て

み
れ
ば
、
朱
烹
の
こ
の
言
葉
は
、
呂
租
倹
批
判
を
す
る
自
分
ら
の
覗
貼
の
正
統
的
理
解
が
「
朱
先
生
に
よ
っ

て
誼
関
さ
れ
た
」
と
い
う
承
認
と

は
げ
ま
し
の
感
情
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
朱
烹
の
答
書
は
、
首
問
、
臭
が
朱
烹
に
問
い
か
け
る
意
識
と
ぴ
た
り
と
符
合
す
る
。
ま
た
こ
の

や
は
り
高
人
傑
、
呉
必
大
の
理
解
の
「
正
し
さ
」
の
確
認
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
に
な

っ

限
り
で
は
、
朱
蕪
側
も
結
果
的
に
は
自
組
俄
を
、

て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
寓
人
傑
と
朱
烹
の
以
上
の
や
り
と
り
に
お
い
て
は
、
問
う
者
は
朱
烹
準
設
に
劃
す
る
自
身
の
理
解
の

「
正
し
さ
」

の
確
認
を
朱

烹
に
求
め
、
朱
蕪
は
そ
の
よ
う
に
問
い
か
け
る
こ
と
自
鐙
を
嘉
納
し
、
門
人
に
よ
る
朱
薫
設
の
理
解
、
敷
街
の
妥
嘗
性
を
剣
断
し
、
朱
蕉
自
身

が
そ
の
と
き
ど
き
で
考
え
る
限
り
の
自
読
を
基
準
に
し
て
、
問
う
者
が
充
足
感
を
も
つ
よ
う
に
答
え
る
の
が
み
て
と
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
質
疑



麿
答
が
な
さ
れ
る
と
き
、
問
答
の
内
容
に
お
い
て
で
は
な
く
、
問
答
す
る
こ
と
そ
れ
自
瞳
に
お
い
て
、
朱
烹
の
認
誼
を
求
め
る
門
人
の
心
と
答

え
を
興
え
る
師
の
心
と
は
劉
臆
す
る
。
そ
の
中
で
「
よ
し
ー
」
と
い
わ
れ
た
者
は
、
「
朱
先
生
の
設
を
わ
た
し
は
正
し
く
理
解
し
て
い
る
」
と
い

う
感
情
を
抱
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
親
密
度
が
高
い
門
人
宛
て
書
簡
や
『
語
類
』
を
み
る
と
、
各
庭
に
こ
う
し
た
意
味
の
や
り
と
り
が
う
か
が
え

る
が
、
そ
の
行
き
つ
く
と
こ
ろ
、

『
集
注
』
な
ど
の
著
書
に
象
徴
さ
れ
る
朱
烹
の
定
設
内
容
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
指
し
示
そ
う
と
す
る
(
朱
薫

開
門
干
読
の
像
の
限
り
の
〉
人
聞
の
普
遍
的
あ
り
方
を
基
準
に
す
る
の
で
は
な
く
、
朱
薫
そ
の
人
の
封
躍
に
「
正
し
さ
」
の
基
準
が
お
か
れ
る
こ
と

み
ず
か

ら
が
そ
の
皐
の
正
統
的
経
承
者
で
あ
る
と
い
う
「
門
人
」
意
識
・

「正
統
」
意
識
、
朱
烹
か
ら
す
れ
ば
右
に
み
え
る
「
朋
友
」
と
い

っ
た
う
ち
わ

(

お

)

一
意
識
が
、
こ
う
し
た
封
躍
の
集
積
に
よ

っ
て
萌
撃
し
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

に
も
な
る
。
論
議
を
行
う
各
門
人
群
の
中
に
、
朱
烹
そ
の
人
を
朱
烹
皐
読
の
開
祖
と
し
て
崇
め
る
意
識
、
そ
し
て
そ
れ
と
一
睡
的
に
、

以
上
を
端
的
に
振
り
、返
る
と
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

『
図
書
集
注
』
設
に
代
表
さ
れ
る
朱
烹
の
い
わ
ば
定
説
が
流
通
す
る
よ

- 89ー

五

。士
iJ'6 

う
に
な
り
、
そ
れ
に
賛
同
す
る
者
も
、
別
設
を
考
え
て
い
る
者
も
、
そ
の
定
設
を
前
提
と
し
て
朱
烹
と
意
見
の
や
り
と
り
を
す
る
よ
う
な
献
勢

が
生
ま
れ
る
。
さ
ら
に
進
む
と
そ
の
定
設
に
深
入
り
し
て
そ
の
思
考
の
コ
ピ
ー
を
再
生
産
す
る
人
土
が
出
て
く
る
。
そ
の
再
生
産
の
熱
情
は
も

と
よ
り
個
々
人
の
心
に
あ
る
。
と
と
も
に
、
議
論
の
往
復
に
よ
り
、
朱
烹
が
そ
の
門
人
台
一=口設
に
承
認
を
輿
え
る
こ
と
で
そ
の
熱
情
の
形
成
を

後
押
し
す
る
と
い
う
現
象
が
み
て
と
れ
る
。
師
読
縫
承
の
「
正
し
さ
ー
」
一
意
識
が
情
緒
面
を
含
め
て
作
ら
れ
て
い
き
、
そ
こ
に
朱
烹
読
縫
承
の
正

統
一
意
識
、
朱
烹
顕
彰
意
識
が
穿
生
え
る
。
そ
れ
は
、
朱
烹
混
後
の
朱
烹
読
の
再
生
産
の
準
備
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
、
と
。

朱
門
の
外
で
は
朱
官常
設
が
必
ず
し
も
正
し
い
と
は
み
ら
れ
て
い
な
く
て
も
朱
門
内
に
お
い
て
は

「
正
し
さ
」
の

一一意
識
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
現
場
の
様
相
で
あ
り
、
論
材
の
臭
必
大
や
高
人
傑
が
た
だ
ち
に
朱
烹
設
後
の
朱
烹
読
の
再
生
産
者

R
-
J
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本
稿
で
論
じ
た
か
っ
た
の
は
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と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

呉
必
大
は
朱
窯
の
死
以
前
に
亡
く
な
り
、
朱
官煎設
後
の
蔦
人
傑
の
消
息
も
不
詳
で
あ
る
。
し
か
し
片
々
た



る
そ
う
し
た
朱
寮
生
前
の
朱
煮
の
割
話
者
達
が
引
き
出
し
、
朱
蒸
と
協
同
で
固
着
化
さ
せ
た
朱
烹
の
言
葉
が
、
彼
ら
が
懐
く

「
正
し
き

」
の
感

情
を
も
繕
承
し
つ
つ
、
後
の
「
朱
子
製
」
の
素
材
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
本
稿
で
は
書
簡
を
問
題
と
し
た
が
、

記
録
保
約

一
寓
四
千
僚
の
う
ち
、
呉
必
大
が
残
し
た
記
録
保
は
約
二
百
絵
係
、

(
m
m
)
 

八
頁
)
。
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『語
類
』
の

高
人
傑
は
約
四
百
除
僚
と
い
わ
れ
る
(
阪
祭
捷
書
九

O
頁、

二
四

朱
門
の
形
成
と

「
朱
子
皐
」
の
成
立
と
い
っ
た
問
題
は
、
物
理
的
に
人
が
集
ま
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
「
門
人
」
意

識
、
朱
烹
か
ら
す
れ
ば
「
吾
ら
が
簸
」
あ
る
い
は
右
の
返
書
に
み
え
る
「
朋
友
」
と
い
っ
た
意
識
の
形
成
を
含
め
、
ま
た
朱
蕪
混
後
へ
の
そ
の

(

ぬ

)

展
開
も
射
程
に
入
れ
つ
つ
、
そ
の
質
態
が
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

註
(

1

)

佐
野
公
治
氏
の
い
う
「
四
番
感
」
で
あ
る
。
佐
野
公
治
『
四
書
率
史

の
研
究
』
(
創
文
社
、
一
九
八
八
年
〉
、
特
に
そ
の
第
二
J
四
章
、
参

照
。
な
お
本
稿
で
は
、
演
説
や
講
義
や
演
習
風
の
設
表
と
質
疑
の
場
と

か
、
そ
の
他
禽
面
し
て
語
り
合
う
議
論
の
み
な
ら
ず
、
書
簡
に
よ
る
同

様
の
議
論
を
も
含
め
て
「
諮
撃
」
と
い
う
語
を
用
い
る
。

(

2

)

『
朱
烹
門
人
集
図
形
成
の
研
究
』
と
し
て
近
刊
抽
出
定
。

(

3

)

著
作
と
し
て
定
着
さ
せ
る
ま
で
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
友
枝
龍
太
郎

『
朱
子
の
思
想
形
成
』
春
秋
祉
、
一
九
六
九
年
〉
、
参
照
。
前
註
書
に

枚
載
稼
定
の
関
連
拙
稿
の
い
く
つ
か
を
あ
げ
る
と
、
「
中
園
南
宋
初
に

お
け
る
関
北
土
人
の
心
性
論
と
朱
子
皐
|
|
朱
蕪
と
何
鏑
の
交
遊
を
て

が
か
り
と
し
て
|
|
」
(
『
園
際
文
化
研
究
科
論
集
』
第
二
説
、
東
北

大
準
大
拳
院
図
際
文
化
研
究
科
、

一
九
九
三
年
)
は
、
一
滴
建
北
部
地
域

内
の
親
友
と
も
い
え
る
諮
皐
相
手
何
鏑
と
い
う
人
を
事
例
に
朱
烹
五
十

歳
以
前
の
朱
蕪
同
調
者
と
の
諮
皐
を
論
じ
、

「
彦
徳
明
|

|
一服
建
朱
窯

門
人
従
摩
の
一
様
態
|
|
」
(司
東
北
大
開
学
教
養
部
紀
要
』
第
五
六
鋭
、

一
九
九

一
年
)
は
、
朱
曹
関
四
十
代
以
来
の
古
参
門
人
が
朱
烹
設
に
惹
か

れ
る
様
相
と
理
由
を
検
討
し
、

「
陳
文
蔚
に
お
け
る
朱
子
拳
の
受
容
」

(『東
北
大
開
等
教
養
部
紀
要
』
第
六

O
鋭
、
一
九
九
三
年
)
は
、
朱
窯

五
十
代
に
師
事
し
は
じ
め
た
門
人
の
従
皐
を
論
じ
る
。
「
地
域
に
生
き

る
土
人
と
朱
烹
恩
想
|
|
朱
建
五
、
六
十
代
の
門
人
、
交
遊
者
逮
|
|」

(
『
宋
代
人
の
認
識
l
l
l相
互
性
と
日
常
空
関
|
|
宋
代
史
研
究
曾
研

究
報
告
第
七
集
』
汲
古
書
院
、
二
O
O
一
年
)
は
、

『朱
集
』
所
枚
書

簡
多
数
通
宛
人
と
『
語
類
』
多
数
僚
記
録
者
と
の
重
な
り
か
ら
現
存
基

礎
資
料
で
朱
烹
と
親
密
度
が
高
い
と
判
断
さ
れ
る
門
人
、
交
渉
者
十
六

名
を
抽
出
し
、
そ
の
出
自
、
科
穆
と
の
関
わ
り
な
ど
を
倹
討
す
る
。

(

4

)

「
子
約
累
書
来
、
排
中
庸
首
輩
、
戒
謹
恐
惚
輿
謹
其
濁
、
不
是
雨
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事
。
叉
須
読
心
有
指
未
設
而
言
者
、
方
設
得
心
字
、
未
設
得
性
字
。
叉

須
読
是
耳
無
関
、
目
無
見
、
心
無
知
血児時
、
方
是
禾
裂
之
中
。
其
設
愈

多
愈
見
紛
筆
。
叉
争
配
義
輿
道
、
是
持
道
義
来
配
此
気
、
如
何
有
人
譲

許
多
書
、
胸
中
乃
如
此
黒
暗
。
彰
子
爵
初
亦
疑
中
庸
首
章
。
近
得
書
、

却
云
、
己
穆
然
失
。
方
知
章
句
之
設
置
周
有
功
也
。
張
元
徳
説
得
頗
勝
子

約
、
而
其
兄
元
瞬
看
得
尤
好
。
若
得
伯
豊
且
在
輿
之
切
磨
、
可
使
江
西

一
帯
路
径
不
差
。
今
既
不
如
所
望
。
而
子
約
輩
湛
滞
謬
回
、
不
可
救

抜
。
毎
得
其
書
、
純
岳
同
之
数
日
作
慈
也
。
」

(

5

)

陳
品
開
捷
書
は
、
そ
の
人
が
門
人
か
否
か
の
判
断
に
力
黙
を
置
く
が
、

門
人
俸
記
資
料
を
検
索
す
る
情
報
が
包
括
的
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
頁

数
を
の
せ
る
。
方
彦
寄
書
は
、
四
十
代
の
寒
泉
精
舎
、
五
十
代
の
武
夷

精
舎
、
六
十
代
の
治
州
精
舎
と
い
う
、
朱
育
問
の
各
年
齢
段
階
の
講
皐
の

嬢
貼
と
な
っ
た
塾
舎
ご
と
に
そ
こ
に
集
ま
っ
た
ひ
と
び
と
を
分
析
配
嘗

す
る
。
暴
舎
の
各
段
階
で
師
事
す
る
門
人
の
雲
集
の
様
子
が
う
か
が
え

て
便
利
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
頁
数
を
の
せ
る
。
田
中
論
文
は
、

『朱

子
語
類
』
の
同
席
者
の
割
り
出
し
を
基
礎
に
諸
俸
記
資
料
を
組
み
合
わ

せ
て
、
『
語
類
』
に
登
場
す
る
門
人
、
交
渉
者
の
曾
面
交
渉
期
を
検
討

す
る
。
度
元
年
聞
の
朱
門
の
詳
細
を
う
か
が
う
の
に
も
っ
と
も
参
照
す

べ
き
も
の
と
い
う
理
由
で
頁
数
を
の
せ
る
。

(
6
〉
近
藤
一
成
「
宋
代
の
士
大
夫
と
祉
曾
||
黄
徐
に
お
け
る
穫
の
世
界

と
剣
語
の
世
界
|
|
」
(
佐
竹
靖
彦
他
編
『
中
園
史
皐
史
の
基
本
問
題

3
宋
元
時
代
史
の
基
本
問
題
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
六
年
)
は
、
主
と

し
て
朱
烹
淡
後
の
地
方
官
と
し
て
の
資
総
の
姿
勢
を
扱
う
が
、
資
総
俸

記
資
料
の
考
査
も
行
い
有
用
で
あ
る
。
出
自
と
生
涯
の
詳
細
に
つ
い
て

は
こ
の
近
藤
論
文
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
7
〉
衣
川
強
「
宋
代
の
名
族
|
|
河
南
呂
氏
の
場
合
|
|
」
ハ
『
人
文
論

集
』
第
九
巻
第
一
・
二
貌
、
紳
戸
一
商
科
大
象
、
一
九
七
三
年
〉
参
照
。

(
8
)

拙
稿
「
朱
蕪
・
目
租
謙
講
皐
試
論
」
(
宋
代
史
研
究
曾
研
究
報
告
第

六
集

『宋
代
社
曾
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
)
に

お
い
て
、
呂
租
謙
の
講
皐
が
科
皐
シ
ス
テ
ム
内
の
も
の
と
し
て
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。

(
9
)

前
論
は
、
道
皐
系
士
大
夫
思
想
家
の
結
節
時
間
に
位
置
し
て
い
た
呂
租

訴
の
死
に
よ
り
、
道
皐
顕
彰
運
動
の
中
心
源
と
し
て
の
呂
氏
の
皐
が
力

を
失
い
、
朱
宙
開
が
そ
の
中
心
源
に
出
ょ
う
と
す
る
鱒
換
を
鐙
現
す
る
講

撃
と
み
な
し
て
呂
租
倹
と
朱
烹
と
の
第
②
群
の
交
渉
を
論
述
し
た
。
本

稿
の
講
翠
は
呂
租
倹
に
卸
し
て
い
え
ば
そ
の
後
日
談
に
あ
た
る
。

(叩
山
)

書
簡
数
は
『
朱
子
大
全
街
疑
輯
補
』
の
分
け
方
に
よ
る
。
た
だ
し
番

践
は
巻
四
七
、
四
八
を
通
し
て
つ
け
る
。
順
番
に
つ
い
て
は
第
一
に
、

奥
必
大
が
慶
元
三
年
(
一
一
九
七
)
十
二
月
に
亡
く
な
る
。
そ
の
奥
は

呂
の
「
治
然
の
気
」
解
鰐
を
批
判
し
て
お
り
(
第
四
節
後
述
)
、

「
叉
如

説
浩
気
之
鐙
段
間
道
義
之
流
行
、
此
等
語
殊
不
可
隣
。
」
と
、
朱
宙
開
に

も
呂
と
の
や
り
と
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
(『
朱
集
』
各

五
二
「
答
呉
伯
盟
」
第
二
二
書
)
。
こ
の

「
浩
然
の
気
」
論
に
関
す
る

呂
租
倹
と
朱
烹
と
の
感
答
は
、
朱
寮
第
三
九
、
四
四
、
四
六
書
に
み
え

る
。
そ
の
論
の
開
始
に
関
わ
る
書
簡
は
奥
の
死
の
か
な
り
前
に
置
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
う
ち
第
四
四
警
は
第
三
九
書
を
前
提
と
す
る
が
、

第
四
六
書
は
第
三
九
、
四
四
書
を
必
ず
し
も
前
提
と
は
し
な
い
。
そ
し

て
こ
の
第
四
六
書
全
鐙
の
雰
圏
気
か
ら
み
て
こ
の
書
が
他
の
二
書
に
先

行
す
る
と
み
た
方
が
、
他
の
二
つ
の
問
題
の
理
解
も
含
め
て
落
ち
着
く

よ
う
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
書
を
仮
に
第
三
九
書
よ
り
も
前
に
置
く
こ
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と
と
す
る
。
第
二
に
、
呂
租
倹
は
慶
元
二
年
〈
一
一
九
六
)
七
月
に
錆

州
に
移
さ
れ
る
。
第
四
七
書
に
「
蘇
黄
門
初
不
皐
併
、
只
因
在
鋳
州
、

陥
入
此
旋
渦
中
。

恐
是
彼
中
風
土
不
好
、
一
生
出
不
得
。
」
と
み
え
る

の
は
、

こ
の
錫
州
移
管
が
朱
烹
の
耳
に
達
し
た
段
階
の
夜
言
か
と
田
中

論
文
は
い
う
。

二
七
五
頁
。
と
す
る
と
こ
の
蓄
は
こ
の
年
七
月
末
以
降

遠
く
な
い
と
き
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第一一
一に、

第
四
二
書
題

注
に

「
戊
午
二
月
五
日
」
と
あ
る
。
戊
午
は
慶
元
四
年
(
一
一
九
八
)
。

呂
-
組
俄
は
こ
の
年
の
七
月
に
亡
く
な
る
。

こ
の
書
後
牢
の

「
論
語
」
部

分
は
第
四
一

書
を
受
け
、

第
四

一
奮
は
第
四
O
書
を
受
け
る
の
で
、

三

書
は
セ
ッ
ト
で
す
べ
て
錫
州
期
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、

第
四
三
、

四
四
書
は
内
容
的
に
は
第
三
九
書
に
績
き
、
第
三
九
書
は
第
三
八
蓄
を

受
け
る
。
こ
の
図
書
が
吉
州
期
か
錫
州
期
か
は
不
詳
だ
が
、
右
記

「
答

呉
伯
盟
」
第
二
二
番
に
、
奥
が
呂
と
書
簡
で
や
り
と
り
し
た
こ
と
、
そ

の
中
に
「
浩
然
の
気
」
論
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
且

つ
こ
の
書
の
官
頭
の
言
は
呉
の
吉
水
豚
丞
退
任
を
示
唆
す
る
も
の
か
と

恩
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
先
の
奥
と
呂
と
の
「
浩
然
の
気
」
論
は
、
初

め
吉
州
で
曾
面
し
て
話
題
と
さ
れ
、

後
に
奥
が
吉
川
、
呂
が
錫
州
居
住

と
な
り
書
簡
で
意
見
を
交
換
し
た
も
の
か
と
推
測
さ
れ
る
。
よ
っ
て
街

州
移
管
の
頃
と
み
ら
れ
る
第
四
七
番
を
第
三
八
書
の
前
に
置
く
。
以
上

を
総
合
し
て
本
文
の
案
の
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
書
簡
の
年
時
に
つ
い

て
は
そ
の
順
序
に
つ
い
て
よ
り
も
理
由
づ
け
は
弱
い
。
別
案
は
、
第
三

八
、
三
九
、
四
三
、
四
四
、
四
六
、
四
七
、
四

0
1四
二
書
で
、
第
凶

七
番
以
下
が
錫
州
期
と
い
う
こ
と
に
な
る。

(
孔
〉
胡
氏
側
か
ら
み
た
胡
氏
の
皐
像
に
つ
い
て
は
、
高
畑
常
信

『宋
代
湖

南
患
の
研
究
』
(
秋
山
番
庖
、

一
九
九
六
年
)
、
朱
察
側
か
ら
み
た
そ

の
受
容
に
つ

い
て
は
、
註
(

3

)

友
枝
書
、
参
照
。

(
ロ
)
呂
租
倹
自
身
の
語
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
「
戒
倒
於
不
路
不
問
者
、

乃
謹
溺
之
目
、

而
謹
濁
者
、
乃
戒
刷出
於
不
賂
不
問
之
総
名
、
似
禾
可
分

潟
二
事
也
。
・
・
」
と
い
う

(
朱
寮
第
四
三
書
所
引
呂
租
倹
書
簡
)。

(
日
)
拙
稿
「
程
門
初
俸
と
二
程
語
録
資
料

(上
〉
(
下
)
」
(『
東
洋
古
典

察
研
究
』
第
八
集
、
九
集
、

一
九
九
九
、
二

O
O
O年
)
。

(
M

)

註
(

3

)

友
枝
書
、
参
照
。

(
日
)
「
使
人
有
生
己
後
未
死
己
前
、

更
鉦
二

息
未
設
時
節
、
惟
有
燭
熟
陸

若
可
恒
同
未
夜
、

而
叉
不
可
以
立
天
下
之
大
木
、
此
其
謬
誤
叉
不
難
時
間
。

故
或
問
中
粗
渡
其
端
。
今
既
不
信
而
復
有
此
紛
紛
之
論
、
則
請
更
以
心

思
耳
関
目
見
三
事
校
之
、
以
見
其
地
位
時
節
之
不
向
。
蓋
心
之
有
知
、

輿
耳
之
有
問
、
目
之
有
見、

震
一

等
時
節
。
雄
未
設
而
禾
嘗
無
。
心
之

有
忠
、
乃
耳
之
有
聴
輿
目
之
有
親
、
震

一
等
時
節
。
一
有
此
則
不
得
震

未
設
。
故
程
子
以
有
思
魚
己
設
、
則
可
。
而
記
者
以
無
見
無
関
篤
禾

夜
、
則
不
可
。
」

(
日
)
「
所
云
未
設
不
可
比
純
坤
、
而
首
篤
太
極
、
此
却
不
是
小
失
、
不
敢

随
例
放
過
、
且
試
奉
加
。
若
以
未
設
潟
太
極
、
則
己
設
魚
無
極
邪
。
若

謂
純
坤
不
得
震
未
設
、
則
宜
以
何
卦
篤
未
震
邪
。
窃
恐
更
宜
静
坐
放
、

数
心
胸
虚
明
浄
潔
、
却
勝
太
極
圏
及
十
二
卦
登
安
排
頓
放
、

令
有
去

者
、
方
可
下
語
。
」

(
口
)
第
三
九
書
を
受
け
た
第
四
四
書
の
朱
票
所
引
呂
租
倹
警
に
お
い
て
、

文
脈
は
不
詳
な
が
ら
「
以
来
愛
信
用
太
極
」

と
、
日
租
倹
は
再
度
太
極
に

未
裂
を
配
嘗
し
て
い
る
。
ま
た
彼
が
胡
氏
の
皐
の
影
響
を
引
き
つ
つ
朱

烹
設
と
折
衷
す
る
有
り
様
に
つ

い
て
は
、
例
え
ば
、
「
向
槻
遺
書
(
『
程

氏
遺
書
』
巻
一
)
所
載
、

『人
生
而
静
(
躍
記

・
繁
記
)
以
上
、
不
容
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設
。
才
設
性
時
、
使
己
不
是
性
也
。
凡
人
読
性
、
只
是
読
縫
之
者
善
也

(
易
〉
。
孟
子
言
人
性
善
、
是
也
』
、
た
然
不
瞬
所
謂
。
今
始
粗
瞬
此
文

義
。
人
生
而
静
、
天
之
性
也
。
周
子
所
謂
主
静
者
以
此
也
。
然
所
謂
不

容
読
者
、
是
量
移
不
可
得
而
読
乎
。
周
子
不
得
己
市
言
之
回
無
極
而
太

極
、
則
指
不
容
読
者
以
喰
諸
人
耳
。
所
謂
『
才
設
性
時
、
便
己
不
是
性

也
』
。
此
却
図
上
文
而
言
之
。
或
指
太
極
震
性
則
非
失
。
蓋
天
命
之
謂

性
、
命
之
於
人
、
始
謂
之
性
也
。
所
謂
『
九
人
設
性
、
只
是
読
縫
之
者

善
』
、
此
読
得
性
善
最
震
親
切
。
若
祇
論
成
而
不
論
縫
、
則
有
二
本
。

非
性
之
果
善
也
。
故
孟
子
道
性
善
、
既
因
其
縫
而
得
其
本
源
。
其
言
側

隠
仁
之
端
、
差
悪
義
之
端
、
則
叉
因
其
夜
見
之
苗
育
、
而
知
其
篤
固

有
。
昼
者
於
唯
有
操
存
之
功
不
合
、
使
漸
著
察
耳
。
」
と
い
う
(『
朱
集
』

巻
四
八
「
答
呂
子
約
」
第
四
六
書
所
引
呂
租
倹
書
簡
)
。
末
尾
傍
熟
部

分
は
、
「
察
識
」
設
の
言
い
方
を
感
じ
さ
せ
る
。

(
時
)
呂
租
倹
宛
第
四
図
書
所
引
呂
租
倹
書

に
、
「
来
数
叉
謂
、
心
之
有

思
、
輿
耳
之
有
問
、
目
之
有
見
、
信
用
一
等
時
節
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
先

に
引
用
し
た
第
三
九
垂
直
を
受
け
て
、
そ
の
主
旨
を
質
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
が
、
第
三
九
書
で
は
、
問
題
提
起
部
分
で
は
、
「
心
思
・
耳
関
・

目
見
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
直
後
の
論
の
部
分
で
は
、
「
心
之
有
思
」

は
「
心
之
有
知
」
で
あ
り
、
朱
煮
は
「
知
」
を
未
設
、
「
思
」
を
己
変

と
し
て
お
り
、
彼
に
と
っ
て
こ
の
雨
字
の
ち
が
い
は
論
旨
の
根
幹
に
関

わ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
呂
租
倹
は
そ
れ
を
混
同
し
て
質
問
し

て
き
た
。
朱
慕
は
答
書
部
分
で
こ
の
取
り
這
え
を
、
「
是
直
看
得
老

草
、
終
知
字
思
字
作
一
様
看
耳
。
」
と
厳
し
く
批
判
す
る
。
「
心
」
は

己
変
と
す
る
ゆ
え
に
租
徐
に
こ
う
し
た
混
同
が
お
き
た
と
み
ら
れ
る
の

だ
が
、

こ
う
し
た
箇
所
に
、
朱
煮
の
言
葉
と
自
説
と
の
相
違
の
吟
味
に

や
や
鉄
け
る
黙
が
租
像
に
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

(
川
口
)
「
配
義
奥
道
」
に
つ
い
て
は
、
「
言
人
能
養
成
此
気
、
則
其
気
合
乎

道
義
而
信
用
之
助
、
使
其
行
之
勇
決
無
所
疑
俸
。
若
無
比
気
、
則
其

一
時

所
信
周
雄
未
必
不
出
於
道
義
、
然
其
僅
有
所
不
充
、
則
亦
不
菟
於
疑
催
、

而
不
足
以
有
信
用
品
矢
。
」
と
い
い
、
「
集
義
所
生
」
に
つ

い
て
は
、
「
言
気

雌
可
以
配
乎
道
義
、
而
其
養
之
之
始
、
乃
由
事
皆
合
義
、
自
反
常
直
、

是
以
無
所
偶
作
、
而
此
気
自
然
稜
生
於
中
。
」
と
い
う
。
日
本
語
で
は

「
気
概
」
の
よ
う
な
も
の
に
あ
た
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
気
を
身
鐙
を
め

ぐ
る
気
と
ま
っ
た
く
別
物
と
は
み
て
い
な
い
。
『
語
類
』
巻
五
二
第
六

七
、
七
六
僚
な
ど
。

(
初
)
「
其
信
用
気
也
云
々
。
某
縞
詳
此
段
所
言
、
其
信
肺
気
也
、
非
有
異
義
。

上
言
:
:
:
。
下
言
此
気
合
義
輿
道
而
成
、
而
血
気
循
乎
軌
轍
到
此
、
則

血
気
便
走
義
道
失
。
非
是
養
気
之
後
、

叉
待
此
而
鴛
幼
也
。
所
以
再
言

其
篤
気
也
、
配
義
輿
道
、
蓋
深
明
夫
此
気
之
夜
見
、
本
是
義
道
。
若
識

得
此
気
之
本
然
、
則
知
所
養
、
而
其
動
非
血
気
失
。
其
目
、
無
是
銭

也
、
欲
人
知
夫
此
身
之
所
以
篤
主
者
、
有
或
腐
失
、
則
使
樗
然
也
。
」

(
幻
)
例
え
ば
『
由
貿
一
帝
内
経
盤
桓
』
本
紳
篇
、
参
照
。

(
幻
)
朱
育
問
と
朱
門
に
お
い
て
註
(
幻
〉
の
『
鐙
極
』

本
一
洞
篇
の
身
心
論
が
前

提
的
認
識
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
語
類
』
巻
二
三
第
七

二
僚
、
巻
一

三
八
第
七
O
僚
な
ど
を
参
照
。
な
お
身
僅
を
め
ぐ
る
気
に

そ
な
わ
る
本
質
と
し
て
「
道

・
義
」
を
み
る
と
い
う
こ
と
と
、
前
項
の

「
未
設
」
論
議
と
の
関
係
を
呂
租
倹
が
ど
う
捉
え
て
い
る
か
は
も
う
ひ

と
つ
剣
然
と
は
し
な
い
が
、
そ
の
愛
想
は
、
し
い
て
い
え
ば
、

註
(
刀
)

引
用
資
料
末
尾
の
傍
黙
部
分
に
み
ら
れ
る
、
「
本
源
」
の
形
而
下
に
お

け
る
「
殻
見
」
を
工
夫
の
手
が
か
り
と
す
る
愛
想
と
通
底
し
よ
う
。
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(
お
)
「
気
主
乎
身
者
也
、
道
義
主
乎
心
者
也
。
気
形
而
下
者
也
、
道
義
形

而
上
者
也
。
雌
其
分
之
不
問
、
然
非
謂
気
在
身
中
、
而
道
義
在
皮
外

也
。
叉
何
嫌
於
以
此
配
彼
、
而
魚
崎
幅
詰
曲
、
以
信
用
之
設
。
目
、
道
義

本
存
乎
血
気
、
但
無
道
義
、
則
此
気
便
銭
、
而
止
篤
血
気
之
私
。
故
必

配
義
輿
道
、
然
後
能
浩
然
而
無
銭
乎
。
若
果
如
此
、
則
孟
子
於
此
嘗
別

有
穏
{
子
、
以
愈
此
意
之
曲
折
、
不
哲
下
一
配
字
以
離
二
者
合
一

之
本

形
、
而
叉
以
気
篤
主
、
以
倒
二
者
賓
主
之
常
勢
也
。
」

(

M

A

〉
「
所
論
才
読
存
養
、
師
走
動
了
、
此
恐
未
然
。
人
之
一
心
本
自
光

明
、
不
是
死
物
。
所
謂
存
養
、
非
有
安
排
造
作
。
只
是
不
動
著
他
、
聞

此
知
究
畑
然
不
味
。
但
無
喜
怒
哀
繁
之
編
、
思
慮
云
信
用
之
援
耳
。
嘗
此

之
時
、
何
嘗
不
静
。
不
可
必
待
冥
然
都
無
知血児、

然
後
調
之
静
也
。
去

年
嘗
輿
子
約
論
之
。
渠
信
未
及
、
方
此
俳
論
而
忽
己
免
古
人
。
深
可
歎

恨
。
今
銭
其
語
設
往
。
一
一
概
深
鐙
味
之
、
使
自
可
見
也
。」

(
お
)
「
人
傑
昨
答
伯
盟
書
云
、
示
及
活
気
説
。
所
謂
浩
然
之
気
、
集
義
所

生
、
既
輿
道
義
海
然
而
無
関
。

然
道
義
則
寅
助
之
以
遠
其
用
。
是
気
鋭

生
於
集
、
而
其
充
也
却
能
筋
道
義
之
助
。
此
激
語
夜
明
集
注
之
読
甚

佳
。
子
約
以
篤
未
安
、
乃
是
大
綱
上
看
得
不
分
明
。
但
上
奈
語
、
子
約

排
之
似
嘗
。
:
:
:
略
:
:
:
。
淑
子
約
之
論
、
誠
可
見
其
用
功
賃
慮
。
但

部
見
繕
謂
、
界
分
有
未
甚
明
、
故
其
論
燐
多
庇
病
。
不
審
、
先
生
以
篤

如
何
。
」
な
お
、
「
子
納
以
篤
未
安
」
以
下
の
四
句
は
、
奥
宛
て
書
簡

中
の
蔦
の
語
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
の
局
面
で
は
呉
と
呂
と
が

曾
う
と
い
う
関
わ
り
の
方
が
直
接
的
で
あ
る
こ
と
、
朱
烹
も
や
り
と
り

を
知
っ
て
い
る
よ
う
な
書
き
方
で
あ
る
こ
と
と
、
衣
の
朱
慕
の
答
書
の

言
い
方
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
奥
が
も
た
ら
し
た
呂
と
呉
の
や

り
と
り
を
解
説
す
る
朱
烹
向
け
の
禽
の
語
と
理
解
し
た
。

(
お
)
註
(
叩
〉
所
引
「
答
呉
白
塑
」
第
二
二
番
、
参
照。

(
幻
)
「
子
約
之
病
、
乃
賓
主
不
明
、
非
界
分
不
明
也
。
不
知
論
集
義
所

生
、
則
義
篤
主、

論
配
義
輿
道
、
則
気
信
用
主
、
一

向
都
欲
以
義
魚
主
。

故
失
之
。
若
如
其
吾
一口
、
則
孟
子
数
語
之
中
、
爾
句
己
相
復
失
。
天
下
室

有
如
此
紫
底
聖
賢
耶
。
子
約
見
得
道
理
、
大
段
支
離
、
叉
且
固
執
己

見
、
不
能
虚
心
揮
善
、
所
論
不
同
庭
極
多
失
。
不
但
此

一
義
也
。
伯
盟

説
得
極
分
明
、
朋
友
関
極
不
易
得
。
因
来
品
物
及
此
、
震
之
感
歎
不
能

己
。
然
子
約
之
老
成
質
賃
、
今
尤
難
得
。
但
恨
未
有
道
理
喚
得
官
醒

耳。」

(
お
)
紙
幅
の
関
係
で
彰
勉
年
と
張
治
設
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
っ
た
が
、
呂
租
俄
と
関
わ
る
彼
ら
の
設
に
封
す
る
直
接
の
論
-
評

は
、
彰
勉
年
に
つ
い
て
は
、
『
朱
子
語
類
』
に
、
「
呂
子
約
書
来
、
宇

『「
莫
見
乎
際
、
莫
願
乎
微
」
、
只
管
滋
作
一
段
看
』
。
某
答
官
書
、
江

西
諸
人
賂
去
着
、
頗
以
其
設
信
用
然
。
彰
子
誇
却
看
得
好
云
、

『
前
段
不

可
須
央
離
、
且
是
大
股
説
。
到
恨
濁
庭
、
尤
見
於
接
物
得
力
。
』」

と
い

う
護
言
が
あ
る

(
「
朱
子
語
類
』
巻
六
二
第

一
O
二
係
、
彦
徳
明
録
。

部
分
)
。
た
だ
し
彰
宛
て
現
存
窪
田簡
に
は
関
連
夜
言
は
み
え
な
い
。
張

治
に
つ
い
て
は
彼
を
紹
介
す
る
場
で
若
干
ふ
れ
た
が
、
張
治
宛
て
朱
寮

書
簡
第
六
書

(『
朱
集
』
巻
六
二
)
に

「
配
義
輿
道
」
に
つ
い
て
が
、

関
連
し
て
の
展
開
が
第
七
蓄
に
う
か
が
え
る
。
そ
こ
に
お
い
て
張
治
は

全
面
的
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
張
治
は
朱
烹
に

傾
倒
し
た
ら
し
く
、
朱
官
閣
の
波
後
、
彼
は
『
春
秋
集
注
』
を
書
い
て
朱

烹
春
秋
設
の
敷
街
を
は
か
る
。
な
お
、
慶
元
年
聞
に
多
数
の
門
人
を
巻

き
込
ん
で
行
わ
れ
た
同
じ
く
朱
烹
設
に
糾
問
す
る
二
次
論
評
的
論
議
と
し

て、

『論一語
』
先
進
篇
の
「
子
路
曾
哲
由
汁
有
公
西
肇
侍
坐
」
僚
を
も
と
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と
し
た
「
曾
貼
言
士
山
」
論
が
あ
る
。
こ
の
論
議
で
は
、
門
人
が
朱
烹
に

質
し
た
い
こ
と
と
朱
寮
が
門
人
に
強
調
し
た
い
こ
と
と
に
ず
れ
が
あ

り
、
朱
曹
聞
は
各
人
に
針
し
あ
ま
り
肯
定
的
で
は
な
い
。
そ
の
一
端
は
註

(

3

)

拙
稿
「
彦
徳
明
」
で
ふ
れ
た
。
ま
た
、
朱
烹
言
設
の
生
成
は
晩
年

ま
で
不
断
に
績
く
が
、
そ
れ
ま
で
に
表
出
さ
れ
た
祭
設
も
表
出
の
蛍
初

の
意
固
か
ら
離
れ
、
朱
烹
自
身
も
、

「
正
し
さ
」
の
確
認
を
求
め
る
門

人
の
問
い
か
け
の
文
脈
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
設
を
い
く
ぶ
ん
繁
容
さ
せ

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
朱
寮
に
お
け
る
皐
読
本
来
の
表
出
意
圏
と
問
答
文

脈
と
の
ず
れ
を
抱
え
る
そ
う
し
た
議
論
の
例
と
し
て
、
租
先
祭
杷
読
の

語
ら
れ
方
に
つ
い
て
か
つ
て
と
り
あ
げ
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
「
朱
宙開

祭
柁
感
格
設
に
お
け
る
『
理
』
」
ハ
『
集
刊
東
洋
翠
』
第
七
五
鏡
、

一
九

九
六
年
〉
。

(
m
m

〉
奥
必
大
、
寓
人
傑
は
、
註
(
3
〉
拙
稿
「
地
域
に
生
き
る
士
人
と
朱
烹

思
想
」
で
論
及
し
た
十
六
名
の
中
に
は
入
っ
て
い
る
。

(
鉛
)
・
本
稿
で
論
じ
た
講
皐
の
二
次
論
評
部
分
を
一
部
紹
介
し
て
い
る
黙

で
、
本
稿
は
拙
稿
「
、
H

，ro
〈
丘

5
。『

N
E
u
c
d
F
0
5『
同

防

個

目

白

E

Z
1
2
-
ζ
白
骨

2
u
-
u
〉

〈
-
0
4司
旬

OF口
同

町

円

O
B
M
N
2
2
3
r
百件
o
p
o
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民一切円。ミ
0
同叫，
rog回一
r同
」
公

B
E
E
Z内

向

ru、
z
s
t
g
-
d「
O回

目
岡
山
仏

P

『、H，Z
開

ω、同，
c
o
d
-
O回
り
出
向
ω、H，O
河
ペ
回
り
m
O豆
、
H，E
何
回
以
別
問
・

ω目以一開。吋，
H〈
切

O
Hり
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operated concurrently. With the destruction of the Han dynasty and the

foundation of the Wei, the household tａχationsystem became the ｏ伍cial

system for procuring funds for the centralgovernment under the Wei. The

household tａχationsystem formally replaced the various forms of Han

capitation(geng-qian更銭, suan-qian算錆, and kou-qian 口銭), but, in fact,

it grew out of the fu-lian system that had developed outside the ｏ伍cial

system. The ｈｏｕsｅ･holdtaxation system of the Western Tin amounted to the

deployment of the Wei household tａχationsystem on ａ nation-wide scale.

THE GENERATION OF THE CONCEPTION OF ORTHODOXY

　

WITHIN THE SCHOOL OF ZHU XI DURING HIS LATTER

　　　

YEARS ：Lt)zu JIAN AND THE LECTURES OF ZHU

　　　　　　　　　　　　

XI AND HIS DISCIPLES

ICHIKI Tsuyuhiko

　　

In this article ｌ consider the lectures on the Ｚｈｏｎｇ-ｙｏｎｅ中庸and

the Ｍｅｎｇ-ｚｉ孟子based on the correspondence between Zhu χi 朱熹and

Lu Ｚｕ･iian呂祀倹, the younger brother of Lii Zu-qian 呂組謙, and the

criticism of the lectures by the followers of Zhu χi such ａｓ　ＷａｎRen-jie

萬人傑and Wu Bi-da 呉必大, as well as Zhu Xi himsel£

　　

With the spread of ａ conventional understanding of Zhu χi such as that

seen in the Si ｓｈｕji ％ｈｕ四書集注, there were created the circumstances

under which those who endorsed this view and those who held different

interpretations could exchange views with Zhu χｉ on the basis of this

prevalent understanding. As matters progressed, there appeared thinkers

who, deeply immersed in this conventionalized understanding of Zhu χi，

attempted to copy the master and replicate this thought. The impetus for

replication arose in the minds of these various individuals. At the same

time, one　also　witnesses　the　phenomenon　of　Zhu　χi　promoting　the

formation of this ardor by approving the comments of his disciples in the

give and take of arguments.　The consciousness　of carrying on　the

authentic teaching of the master, which included an emotional component,

was thus created, and thereby ａ sense of the ｏｒthodoχ succession of Zhu
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χi'sviews and their manifest glory firstblossｏｍｅｄ｡

　　　

The exchanges between Lu Zu-jian and Zhu χi display the character

of being an argument regarding the earlierconventional understanding of

the teachings of Zhu χi. The criticism of those like Wan Ren-jie can be

characterized as being criticallyconcerned with those who later attempted

to replicatethe teachings of Zhu χi and his own secondary arguments.

Here one can see an aspect of the birthplace of the consciousness of the

orthodox succession of the teachings of Zhu χi. This also demonstrates

that the groundwork was being laid for the reproduction of Zhu χi'ｓ

teachings following the master's death.

THE FORMATION OF THE NIRU OF THE ORONCON

　

UNDER THE QING DYNASTY AND AN ASPECT

　　　　　　　　　　

OF BUT!£4 SOCIETY

Kicengge

　　

As an integral part of my study of the society of the niru, the companies

and their commanders, of the Eight BanneＩＳ,　iakｕｎｇｕｓａ.of the Qing

Dynasty, I take up in this article the niru of the Oroncon, who belonged

to the iakｕｎ ｉａｌａｎ八圖，ａunit of the Eight Banners, and were part of

hｕtha　ｓociety,i.e., a society whose main occupation was hunting. ぺAwhile

attempting to consider the origins of their formation and the process and of

their incorporation into the Eight Banners, l have made clear the following

points by focusing my analysis more specifically on the social structure of

the Bannermen and the problems the society faced from the point of view

the relationships oi　ａｎｄａ(friendship) and tribute game 貢詔･

　　

First, in early Qing times, the Solon with whom the Oroncon were

included, were firstconsidered by the Qing authorities as Outer Bannermen

（ｄｅｒｅｉｅｏｌｏ),and they were designated as being in the same jurisdiction

as the Mongols, that of the Eastern Barbarians, from early Qing to

the thirtieth year of the Kang-xi era.　　　The iakｕｎ ｉａｌａｎwhich was

subsequently composed of the Solon, Dagur, and Oroncon tribes after the

twenty-ninth year of the　Kang-χi　era, had　originally　been　under the
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